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山
鹿
素
行
に
お
け
る
思
想
の
構
成
に
つ
い
て

E
 
後
期
に
お
け
る
素
行
学

こ
の
章
で
は
前
章
で
み
た
素
行
学
の
構
成
が
「
後
期
」
に
お
い
て
、

ど
の
よ
う
に
変
化
す
る
か
?
を
検
討
す
る
。

即
ち
素
行
、
が
幕
府
の
命
に
よ
っ
て
赤
穂
に
流
請
さ
れ
る
原
因
と
な
っ
た
思
想
を
形
成

さ
き
に
扱
っ
た
の
は
い
わ
ゆ
る
『
語
類
』
段
階
、

し
た
と
考
え
ら
れ
る
時
期
の
思
想
で
あ
る
。

そ
こ
で
は
「
朱
子
学
し

に
対
抗
し
て
形
成
さ
れ
た
素
行
の
思
想
は
そ
の
個
性
的
な
姿
を
既
に
整
え
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

い
い
か
え
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
既
に
そ
の
発
展
の
指
向
を
ほ
ぼ
確
定
し
て
い
た
と
も
い
え
る
。
だ
が
、
そ
の
こ
と
自
体
を
確
か
め
、
さ
ら
に

素
行
学
全
体
の
構
成
を
解
明
し
て
後
の
議
論
に
資
す
る
た
め
に
は
、

さ
ら
に
追
求
し
て
そ
の
発
展
の
相
を
確
認
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

そ
こ
で
、

こ
の
章
で
は
素
行
学
の
完
成
さ
れ
た
か
た
ち
を
み
る
た
め
に
、

ま
ず
そ
の
晩
年
の
著
作
を
検
討
す
る
。
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前
章
で
私
は
素
行
の
思
想
に
お
け
る
構
成
を
、
原
理
論
(
世
界
論
)
と
現
実
的
社
会
論
と
に
分
け
て
考
察
し
た
。
こ
の
章
に
お
い
て
も

こ
れ
に
応
じ
て
ま
ず
そ
の
社
会
論
の
、
す
で
に
み
ら
れ
た
方
向
づ
け
に
お
け
る
発
展
の
形
態
と
し
て
の
政
治
論
に
つ
い
て
考
え
、

て
そ
の
原
理
論
の
部
分
に
考
察
を
及
ぼ
せ
て
い
く
も
の
と
す
る
。

つ
づ
い

社
会
論
か
ら
政
治
論
へ

a 

『
治
平
要
録
』
に
つ
い
て

私
は
前
章
に
お
い
て
素
行
の
社
会
論
を
検
討
し
た
。
そ
こ
で
は
こ
の
人
間
の
社
会
を
し
て
社
会
た
ら
し
め
て
い
る
も
の
は

「
天
地
人

物
」
の
道
で
あ
り
、

そ
の
道
を
現
実
化
す
る
、

つ
ま
り
社
会
を
構
成
す
る

A
部
分
V
を
統
合
す
る
の
が
君
主
の
役
割
で
あ
る
こ
と
が
あ
き

ら
か
に
さ
れ
た
。
こ
の
行
為
が
即
ち
政
治
で
あ
り
、
素
行
の
社
会
論
は
そ
の
核
を
政
治
論
に
お
い
て
も
っ
と
い
い
う
る
の
で
あ
る
。
し
か



も

こ
の
構
成
か
ら
し
て
、
政
治
と
は
殆
ど
君
主
の
行
為
に
限
定
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
既
に
み
た
。

こ
こ
に
『
治
平
要
録
』
を
と
り
あ
げ
る
の
は
、

そ
れ
が
素
行
の
晩
年
(
六
一
才
)

の
著
作
で
あ
り
、
彼
の
政
治
論
の
総
決
算
と
い
っ
て

よ
い
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

『
治
平
要
録
』
の
内
容
は
大
別
し
て
つ
ぎ
の
二
に
分
れ
る
。

ω理
想
的
の
政
治
ー
ー
そ
の
構
成
・
制
度

ω君
主
を
核
と
す
る
政
治
的
行
為
ー
ー
ー

ωを
前
提
と
し
て

以
下
、
こ
の
分
類
に
従
っ
て
内
容
を
検
討
す
る
。

マ
よ

ど
う
い
う
政
治
が
理
想
的
で
あ
る
か
?

縞
に
惟
ふ
に
、
天
下
の
治
は
大
治
を
以
て
体
と
為
す
。
大
治
は
大
綱
を
存
し
、
大
政
を
施
行
す
る
の
義
也
。
:
:
:
夫
れ
三
綱
立
ち
、

わ
す

五
倫
序
で
ば
、
則
ち
下
に
親
を
遣
れ
君
を
犯
す
も
の
な
く
、
大
政
設
く
る
と
き
は
、
則
ち
礼
楽
刑
賞
行
は
る
c

是
れ
治
平
の
大
体
を

得
れ
ば
也
。
是
れ
を
国
家
に
道
あ
り
と
謂
ふ
也
。
大
綱
大
政
立
た
ざ
る
は
、
俗
治
と
日
ひ
、
純
治
と
日
ひ
、
利
治
と
日
ふ
。
(
治
平

一107-

要
録
四
)

三
綱
五
倫
立
っ
て
国
家
に
道
あ
り
と
い
わ
れ
る
よ
う
な
政
治
、
道
徳
を
実
現
す
る
も
の
と
し
て
の
政
治
が
理
想
な
の
で
あ
る
。
い
い
か

え
る
な
ら
ば
、
人
聞
社
会
が
「
天
地
」
の
道
徳
的
な

A
法
V
に
よ
っ
て
整
序
さ
れ
つ
つ
、
し
か
も
動
的
・
発
展
的
に
存
在
し
て
い
る
こ
と

が
即
ち

A
社
会
V
存
在
の
目
的
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
を
現
実
化
す
る
行
為
が
政
治
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
れ
を
君
主
の
行
為
に
即
し
て
い
え
ば
、

君
臣
・
上
下
の
別
、
差
等
を
確
立
す
る
こ
と
が
根
本
第
一
で
あ
る
。

君
主
の
治
は
、
民
従
ひ
事
成
る
を
必
と
せ
ず
o

槻
附
吋
一
前
一
諸
…
目
的
此
暴
唯
だ
大
綱
を
建
て
大
本
を
深
く
し
大
教
を
施
し
、

以
て
久

北
大
文
学
部
紀
要



山
鹿
素
行
に
お
け
る
思
想
の
構
成
に
つ
い
て

遠
に
及
ぶ
に
在
り

0

・
:
:
夫
れ
君
臣
を
立
て
、

わ
か

上
下
を
等
ち
、

父
子
を
し
て
礼
あ
り
、
六
親
を
し
て
紀
有
ら
し
む
る
は
、
此
れ
天
の

為
す
所
に
非
ず
し
て
人
の
設
く
る
所
也
c

夫
れ
人
の
設
く
る
所
は
、
為
さ
ざ
れ
ば
立
た
ず
、
植
ゑ
ざ
れ
ば
悟
れ
、
修
め
ざ
れ
ば
壊

ひ
と

る
。
:
:
:
此
の
業
壱
た
び
定
ま
ら
ば
、
世
々
常
に
安
く
、
而
し
て
後
持
循
す
る
所
あ
ら
ん
。
若
し
夫
れ
経
制
定
ま
ら
ざ
れ
ば
、
是
れ

(
四
)

猶
ほ
江
河
を
渡
る
に
維
揖
を
亡
へ
る
が
ご
と
く
、
中
流
に
し
て
風
波
に
遇
は
ば
船
必
ず
覆
ら
ん
。
長
大
息
す
べ
き
は
此
れ
也
。
(
同
)

」
の
こ
と
を
や
や
詳
し
く
説
明
す
れ
ば
つ
ぎ
の
よ
う
で
あ
る
。

素
行
に
よ
れ
ば
安
天
下
・
社
会
安
定
の
基
礎
は
「
礼
し
に
あ
る
。
「
縞
に
惟
ふ
に
、
礼
は
上
下
貴
賎
の
差
に
因
り
、
以
て
其
の
節
文
を
制
し

の
D

其
の
分
を
定
む
る
也
。
人
人
分
定
ま
れ
ば
、
情
守
る
所
あ
り
て
欲
自
ら
度
あ
り
。
情
欲
守
度
あ
れ
ば
、
好
邪
生
ぜ
ず
、
倹
者
其
の
中
を
得
。
L

そ
れ
で
は
「
礼
」
と
は
何
か

2

そ
れ
は
聖
人
の
制
作
に
か
か
る
。
「
人
情
斉
は
ざ
れ
ば
、
唯
だ
過
と
不
及
と
の
み
。
過
ぐ
る
者
は
分

ほ

し

い

ま

ま

ル

バ

を
蹄
え
己
れ
を
利
し
、
欲
を
縦
に
し
情
に
随
ひ
、
人
を
凌
ぎ
勝
つ
こ
と
を
好
む
。
不
v
及
者
は
屈
し
て
信
ぜ
す
縮
し
て
足
ら
ず
、
倹
に

D
ん

し
て
喜
に
至
る
。
聖
人
之
れ
を
察
し
其
の
制
を
立
て
、
之
れ
を
礼
と
日
ふ
o
」
そ
し
て
、
さ
ら
に
彼
は
つ
礼
し
の
重
大
な
位
置
と
意
義
と
に
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一
口
及
す
る
。

夫
れ
聖
人
の
道
は
中
を
以
て
大
本
と
為
す
。
中
を
建
て
中
を
行
ふ
は
礼
よ
り
普
き
は
な
し
。
礼
は
天
下
の
達
道
也
、
聖
人
之
れ
を
和

と
謂
ふ
。
和
は
礼
の
義
也
。
大
本
の
中
、
之
れ
を
天
下
に
施
し
、
以
て
礼
と
日
ひ
、
以
て
和
と
日
ふ
。
和
行
は
れ
礼
立
て
ば
、
則
ち

と呈

天
地
位
し
寓
物
円

す

こ
れ
に
対
し
て
、

「
法
」
は
支
配
者
(
君
主
)
が
定
め
る
。

「
法
」
と
は
式
則
、
規
矩
、
権
衡
で
あ
る
。
「
夫
れ
人
未
だ
物
に
交
は
ら
ざ

る
と
き
は
、
則
ち
喜
怒
未
だ
発
せ
ず
。
喜
怒
未
だ
発
せ
ざ
る
と
き
は
、
則
ち
情
欲
隆
か
ら
ず
し
て
偏
党
私
曲
未
だ
生
ぜ
ず
。
故
に
其
の
人



物
事
用
未
だ
視
聴
を
歴
、
ざ
る
の
地
に
於
て
、
予
め
衆
議
を
詳
に

L
公
平
を
存
し
、
以
て
其
の
制
を
定
む
。
是
れ
乃
ち
法
也
。
法
は
聖
人
の

(
大
)

所
謂
中
和
の
説
に
殆
ど
相
近
し
。
故
に
法
を
詳
に
し
則
を
建
つ
。
是
れ
人
人
を
し
て
偏
情
な
か
ら
し
む
る
の
術
也
。
」
(
治
平
要
銀
五
)
こ

れ
が
「
法
」
の
な
り
た
ち
で
あ
る
が
、

こ
こ
に
「
法
」
と
「
礼
」
と
の
近
似
が
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
右
の
文
章
の
後
に
「
平
泰
時
専
ら

(
七
)

心
を
政
務
に
存
し
、
能
く
人
心
偏
侍
の
起
る
所
を
察
し
、
終
に
式
目
を
定
む
L

(
同
)

と
あ
る
か
ら

「
法
」
の
制
定
は
別
に
聖
人
に
よ

る
の
で
は
な
く
、
為
政
者
に
よ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
、

こ
の
両
者
の
関
係
を
め
ぐ
っ
て

る(政
fぞろを
同為
)す

徳
を
以
て
基
と
為
し
、

礼
を
以
て
之
れ
を
品
節
し
、

法
を
以
て
其
の
式
を
定
む
れ
ば

乃
ち
体
用
木
末
並
び
行
は

と
い
わ
れ
る
が

こ
こ
に
い
う
「
徳
」
な
る
一
言
葉
を
同
じ
『
治
平
要
録
』
五
の
他
の
箇
所
に
徴
す
れ
ば
、

「
縞
に
惟
ふ
に
、
政
の
体
と
す

る
所
は
親
民
に
在
り
。
:
:
・
民
を
親
し
む
と
は
民
に
父
母
た
る
也
。
:
:
:
能
く
兆
民
に
父
母
た
れ
ば
、
則
ち
其
の
教
育
中
心
よ
り
流
出

一109-

す
。
故
に
礼
楽
刑
賞
自
ら
其
の
道
を
得
る
也
。
:
:
:
是
れ
乃
ち
天
下
の
心
を
以
て
心
と
為
し
、
天
下
を
以
て
天
下
を
治
む
る
也

Q

此
の
心

を
推
し
て
以
て
此
の
政
を
施
せ
ば
、
則
ち
至
誠
己
む
な
し
。
是
れ
を
徳
と
日
ふ
」
が
あ
り
、
さ
ら
に
引
つ
づ
い
て
「
博
く
済
ひ
偏
く
施
し

し

(

占

九

}

て
費
え
ず
、
愛
心
て
流
れ
ず
、
親
し
み
て
馴
れ
ざ
る
は
礼
に
如
く
は
莫
し
。
聖
人
の
民
を
親
し
み
人
を
愛
す
る
は
、
礼
を
大
と
為
す
」
と

い
わ
れ
る
。
こ
こ
か
ら
徳
・
礼
・
法
三
者
の
関
係
位
置
が
わ
か
り
、
現
実
政
治
に
お
け
る
「
法
」
の
意
義
が
、
既
述
の
説
明
を
再
読
す
る

」
と
を
通
じ
て
、

は
っ
き
り
と
す
る
で
あ
ろ
う
。

素
行
は
そ
れ
ぞ
れ
の
状
況
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
「
治
政
」
(
治
の
あ
り
か
た
)
が
あ
る
と
い
い

オ

武
家
の
治
あ
り
。
況
や
中
朝
自
ら
中
朝
の
治
あ
る
を
や
。
外
国
も
亦
然
り
。
古
今
は
同
じ
く
す
べ
か
ら
ず
。
中
朝
と
外
国
と
は
混
ず
ベ
か

{

一

O
)

ら
ざ
る
也
0
」
治
平
要
録
四
)
、
政
治
に
当
つ
て
は
「
綱
紀
張
り
法
制
詳
に
、
之
れ
に
加
ふ
る
に
賞
罰
を
以
て
す
れ
ば
、
則
ち
曲
自
ら
直
に
、

(
「
朝
廷
に
は
朝
廷
の
治
あ
り
、
武
家
に
は

北
大
文
学
部
紀
要



山
箆
繁
行
に
お
け
る
思
想
の
構
成
に
つ
い
て

務
自
ら
正
に
、
猶
ほ

の
麻
ゃ
に

" 初、

と
し
て
、

れ
Lー

ま
い
、
つ

ま

社
会
に
踏
出
し
て
、

そ
の
政
治
上
の

に
従
っ
て
支
配
の
斜
度
を
設
け
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。

こ
こ
で
の

A

ハ
位
界
M
V

の

と
L 、

の
で

そ
れ
を
め
ぐ
っ
て

の
心
得
論
が

関
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
既
述
し

と
「
礼
い
と
の
関
係
を
想
起
し
な
、
が
ら
、

つ
ぎ
の
資
料
を
熟
競
し
よ
う
υ

ふ
に
、
訟
を
立

の
知
を
以
て
之
れ
を
決
す
、

。
丈一
まし
徳、
義、
を、
積、日
J弘、ふ
て、 C

話、
て、
感、
化ち
す、
る、

ず
し
て
、

し
か
ち
ぎ
れ

に
非
ず
ん
の
道
を
得
、
す
G

否
ば
専
ら
智
力
を
侍
み
、
止
を
心
に
制
し
労
し
て

の
道
也
。
智
刀
、
な
尽
し
細
微
を
極
む
る

d

の
職
也
。
人
対
努
力
を
以
て

是
れ
臣
聴
に
代
り
、
君
徳

以

の
変
態
を
究
め
ん

一
人
の

て
億
兆
の
姦
詐

兆
誌
の
衆
な
る
、

一
人
の
聴
覧
な

一110-

を
&
人
ふ
也
。

る
れ
ば
、
部
お
事
挙
れ
ノ
用
成
る
も
亦
其
の
禍
必
ず
重
し
。

こ
と
弥
k

"'" m 

を
失
ふ
こ
と

は
持
心
巧
手
あ
る
も
、
一
郎
も
其
の
器
其
の

こ
p~LdJ
て

'p

b
v
ド
ι

p

-

J

J

Z

故
に
知
致
は
法
設
の
易
'
き
に
知
か
ず
。
失
れ
知
あ
り
て
認
に

I! 

間
ち
下
情
安
か

た
る
を
索
め
其

る
を
察
す
れ
ば
、
乃
ち
人
人
猪
惑
し
て

人
君
の

の

を
潟
ば
ず
。

教
に
在
り
、
材
は

也
。
(
向
〉

右
か
ら
、

昨
日
重
人
で
は
な
い
の
だ
か
ら
、

必
要
な
の
だ
と
い
う
こ
と
が
ま
ず
分
る
。
つ
ぎ
に
君
主
に

り
で
は
な
い
が
i
ー
そ
の

が
あ
る

。

入
社
会
M
V

に
お
け
る
そ
れ
ぞ
れ
の
入
部
分
V
に
人
そ
れ
ぞ
れ
の
現
実
的
能
力



づ
く
固
有
な
職
務
が
あ
っ
て
、

は
じ
め
て

A
社
会
V
の
統
合

Q
z
a
g
t
cロ)

こ
四
)

日
道
徳
的
社
会
の
成
立
が
あ
り
う
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

以
上
の
説
明
か
ら
し
て
現
実
の
上
に
た
っ
た
理
想
の
実
現
と
い
う
政
治
の
目
的
に
お
い
て
、

「
制
度
L

の
確
立
が
第
一
で
あ
る
と
い
わ

二
五
)

れ
る
事
情
が
わ
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
あ
く
ま
で
「
天
地
」
の
法
則
へ
の
整
合
の
行
為
な
の
で
あ
る
。

ワ山

君
主
論
|
|
l
君
主
の
行
為
を
め
ぐ
っ
て
の
問
題

既
に
み
た
よ
う
に
、

入
社
会
V
が
安
定
的
に
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
「
分
」
の
確
立
に
原
因
し
、
さ
ら
に
そ
れ
は
聖
人
に
よ
る
「
礼
」

の
制
作
に
も
と
づ
く
が
、

そ
れ
ら
の
す
べ
て
は
「
天
地
」
に
淵
原
す
る
。
即
ち
、

A
社
会
V
の
構
成
は
つ
天
地
」
の

A
法
V
に
整
合
す
る

わ
け
で
あ
る
。

君
主
の
位
置
は
そ
の
社
会
の
構
成
か
ら
し
て
き
ま
っ
て
く
る
。

「
夫
れ
人
君
は
寓
霊
の
長
也
。
況
や
天
下
の
国
王
は
、

又
寓
国
の
長
の
長
と
し
て
、

天
下
の
惣
陪
た
り
c
」
(
治
平
要
録
一
)
そ
れ
故
に
、

一111-

そ
の
機
能
は
き
わ
め
て
大
き
く
、

そ
の
役
割
は
重
大
で
あ
る
。

縞
に
惟
ふ
に
、
人
皆
言
ふ
、

上
古
は
淳
朴
に
し
て
治
め
易
く
、
後
位
は
溌
滴
に
し
て
治
め
難
し
と
。
夫
れ
淳
朴
と
溌
滴
は
共
に
人
君

の
治
教
に
繋
り
て
時
に
在
ら
ざ
る
也
。
・
:
:
人
君
淳
撲
に
反
さ
ん
と
欲
せ
ば
、
則
ち
反
る
こ
と
何
の
難
き
あ
ら
ん
や
。

二
七
)

く
、
治
に
古
今
な
し
と
。
(
治
平
要
録
四
〉

故
に
日
は

こ
の
よ
う
に
い
わ
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
、

二
八
)

君
主
論
が
政
治
論
の
核
と
し
て
出
現
す
る
こ
と
は
当
然
な
の
で
あ
る
。

こ
の
と
き
君
主
の
当
為
は
二
分
さ
れ
る
。
仰
は
個
人
的
修
養
|
|
学
問
で
あ
り
、

制
は
い
わ
ゆ
る
政
治
で
あ
る
。

0) 

個
人
的
修
養
l
l
l
学
問

ν

バ

ゼ

F

一-

仰
は
悼
の
前
提
で
あ
る
。
君
主
に
と
っ
て
学
問
が
必
要
で
あ
る
の
は
「
人
不
ν
学
ば
不
ν
通
二
事
物
¥
人
君
と
云
へ
ど
も
不
レ
学
，
し
て
聡

北
大
文
学
部
紀
要



山
鹿
素
行
に
お
け
る
思
想
の
構
成
に
つ
い
て

ル

ト

キ

ハ

ゼ

ニ

九

)

明
聖
智
な
る
べ
き
に
あ
ら
ず
。
:
:
:
事
物
に
不
ν

通
則
ち
其
の
用
法
其
の
道
に
あ
た
ら
ず
」
(
治
平
要
録
一
)

の
理
由
に
よ
る
。

そ
し

て
学
問
を
重
ね
て
い
く
と
遂
に
「
天
徳
」
に
達
す
る
の
で
あ
る
。

タ
カ
ヲ

素
行
は
こ
こ
で
「
人
君
の
学
問
、
其
の
本
意
尋
常
に
不
ν
同」、

一
般
の
人
と
は
ち
が
う
の
だ
と
い
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
、

①
そ
の
学
問
の
内
容
は
右
に
つ
づ
い
て
の
べ
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
次
に
引
用
す
る
。

テ

ス

ル

ヲ

ヲ

ス

ト

ス

ル

ヲ

ジ

ユ

ヘ

ノ

ヲ

以
ν
治
=
平
天
下
一
為
ν
本
、
治
二
平
天
下
一
之
道
は
通
ニ
古
今
之
事
遮
-
、
考
ニ
其
治
乱
興
亡
-
、

ヲ

ν

サ

ν
ヲ

リ

品

テ

ν
ノ

ヲ

グ

ト

テ

ν
ノ

ヲ

ス

ト

道
-
不
ν
札
ν
之
ば
、
皆
陥
ニ
異
端
一
、
以
ニ
己
心
-
為
v
心
、
以
ニ
己
知
-
為
ν
智
ゆ
ゑ
に
、

セ
決
也
。
聖
人
の
道
は
、

権
衡
の
軽
重
か
か
げ
わ
け
、

テ
以
-
一
聖
人
之

意
見
ま
ち
ま
ち
に
し
て
其
の
思
ふ
と
こ
ろ
不
v

ル

カ

ヲ

ス

し

か

れ

ば

規
矩
の
方
円
を
た
だ
す
に
同
じ
。
更
に
こ
れ
を
不
ν
可
ニ
混
雑
一
な
り
。
専
一
身

山
林
併
学
の
輩
の
所
-
一
美
拍
子
な
れ
ば
、

ス
Z

V

ヲ

テ

ス

ル

ヲ

札
ν
之
以
ニ
聖
人
之
道
-
也
。

の

清

浄

を

修

し

、

世

俗

の

至

誠

無

我

を

立

つ

る

が

ご

と

き

は

、

(ニ
O
)

済
ν
世
撫
ν
民
天
下
を
治
平
せ
し
む
る
要
道
の
学
に
あ
ら
ざ
る
也
。
(
同
)

虚
無
枯
楠
の
高
尚
を
云
ひ
、

こ
れ
に
よ
れ
ば
さ
き
の
言
葉
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

君
主
の
学
問
も
そ
の
内
容
に
お
い
て
は
一
般
人
の
そ
れ
に
異
な
ら
な
い
。

一112-

②
博
学
・
詩
文
は

l
!こ
れ
を
棄
て
る
の
で
は
な
い
が
|
|
君
主
の
学
で
は
な
い
。

ム

ル

プ

γ

ハ

ラ

ノ

ト

ス

ル

エ

記
請
詞
章
の
学
は
、
皆
其
の
所
v
勤
、
人
の
た
め
に
君
子
の
儒
に
非
ず
。
記
問
之
学
不
ν
足
ニ
人
師
一
と
礼
記
に
も
出
で
た
り
。
記
臆

な
り
や
す
き
事
也
。
更
に
不
ν
足
ν

ル

キ

プ

人
君
の
非
一
一
可
ν
学

之 尚d の
道ュどん主ひ

h 可子
O 但主

性 L豆
E λ語
れ を r
を棄 古
俗て'"，
A斗、同は
:子港、

とく
去る
ふ こ
な(は

り三あ
0- ら

自て
、ーノ

叢
林
の
禅
僧
、

市
弱
の
成
童
も
口
に
な
れ
、
習
に
熟
す
れ
ば
、

是
れ
又
学
の
末
流
な
り
、
利
世
安
民
の
道
に
あ
ら
ざ
れ
ば
、

こ
の
み
利
口
に
奔
り
、

③
「
学
問
は
只
だ
聖
学
の
大
理
に
通
、
ず
る
を
本
と
い
た
せ
り
。
是
を
過
て
ば
学
問
読
書
に
癖
し
て
政
事
急
務
を
次
と
い
た
し
、
議
論
を

ル

プ

ヲ

宣
是
れ
大
人
の
学
な
ら
ん
や
。
聖
人
は
行
の
有
二
像
力
一
の
と
き
、
学
ν
文
こ
と

学
を
弄
し
で
志
を
喪
ふ
に
至
る
、



(一一一一一}

を
示
し
た
ま
ふ
。
」
(
同
〉

『
治
平
要
録
』
に
お
け
る
君
主
の
学
に
つ
い
て
の
意
見
は
以
上
の
三
に
ま
と
め
ら
れ
る
。
こ
れ
を
、

と
く
に
学
問
に
関
し
て
は
君
主
と

一
般
人
と
を
区
別
し
て
論
じ
て
い
な
い
『
語
類
』
段
階
の
議
論
と
く
ら
べ
て
み
る
。

①
に
つ
い
て
は
、

さ
ら
に
い
う
必
要
は
な
い
。
そ
れ
が
君
主
に
特
殊
に
対
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
自
明
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ

は
た
だ
『
治
平
要
録
』
が
君
主
に
対
す
る
心
得
の
書
で
あ
る
か
ら
、

君
主
の
心
得
と
し
て
だ
し
た
に
す
ぎ
な
い
と
考
え
て
よ
い
。

⑨
@
に
つ
い
て

つ
ぎ
に
引
用
す
る
資
料
か
ら
、
学
問
は
日
用
を
第
一
と
す
べ
し
、
読
書
は
第
二
義
的
で
あ
る
と
い
う
素
行
の
考
え
が

知
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

読
書
は
弟
子
余
力
の
学
ぶ
所
な
り
。
出
入
起
居
事
物
応
接
の
急
務
を
措
き
て
、
豊
中
日
を
読
む
に
課
程
を
立
つ
る
、
是
れ
学
を
以
っ
て
読

己
申
う
ち

書
に
在
り
と
為
す
な
り
。
近
世
学
者
の
弊
は
専
ら
這
裏
に
在
り
、
是
れ
よ
り
学
と
日
用
と
差
別
し
来
る
。
古
の
聖
人
が
学
校
の
設

(一一四)

は
、
常
に
読
書
を
以
て
す
る
こ
と
未
だ
曾
て
有
ら
ざ
る
な
り
。
(
語
類
三
四
)

す

A

聖
人
の
道
に
志
す
と
き
は
、
事
々
物
々
、
字
々
句
々
、
都
惣
て
是
れ
学
な
り
。
閑
静
に
処
し
忽
劇
に
処
す
る
、
悉
く
皆
究
理
の
工
夫

ー113 -

な
り
。
故
に
間
断
す
べ
き
な
し
。
今
問
ふ
所
は
学
の
志
此
の
間
に
在
ら
ず
し
て
、
以
て
学
と
日
用
と
を
差
別
し
来
る
な
り
。
読
書
伝

{
二
五
)

習
せ
ざ
れ
ば
学
な
ら
ず
と
為
す
は
、
尤
も
聖
学
の
門
に
非
ず
。
(
語
類
三
四
)

つ
ま
り
、
右
が
素
行
の
一
般
論
な
の
で
あ
る
か
ら
『
治
平
要
録
』
の
場
合
で
も
別
に
変
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
つ

い
で
に
い
う
と
、

『
一
語
類
』
の
段
階
で
も
君
主
の
場
合
は
や
や
特
殊
に
扱
わ
れ
て
い
る
。
と
い
う
の
は
君
主
は
そ
の
社
会
的
地
位
か
ら
し

て
他
に
対
す
る
影
響
が
大
き
い
か
ら
で
あ
る
。
「
学
者
一
己
一
人
の
あ
や
ま
り
な
ん
は
其
の
弊
だ
も
少
な
し
、
人
君
一
た
び
あ
や
ま
る
と

ツ

ヒ

ユ

ル

ラ

リ

J

マ

き
は
、
其
の
あ
や
ま
り
に
所
ν
弊
、
国
家
天
下
に
至
る
べ
し
、
甚
だ
不
ν
慎
や
。
学
問
の
余
力
に
読
書
し
て
糾
明
究
理
す
ベ
し
、
学
問
は
是

北
大
文
学
部
紀
要



山
鹿
素
行
に
お
け
る
思
想
の
構
成
に
つ
い
て

(
-
-
六
)

れ
読
書
な
り
と
思
ふ
べ
か
ら
ざ
る
な
り
c
」

(
語
類
二
一
〉

も
の
い
ひ
た
ま

こ
の
素
行
の
考
え
方
は
『
治
平
要
録
』
に
も
貫
徹
し
て
い
る
。
彼
は
こ
こ
で
「
敬
し
に
関
し
て
で
あ
る
が
、
「
人
君
一
た
び
言
ひ
、

一
た
び
あ
古
昔
、
天
下
皆
是
れ
を
議
し
、
群
臣
皆
是
れ
を
う
か
が
ふ
。
此
の
故
に
一
動
一
挙
に
よ
っ
て
国
家
是
れ
を
の
り
と
し
、
人
物
是

(
二
七
)

れ
を
風
俗
と
す
べ
し
。
此
れ
を
以
て
精
撰
備
に
索
め
て
軽
疎
の
言
行
な
か
ら
ん
事
、
是
れ
敬
也
」

(
治
平
要
録
一
一
一
〉
と
い
う
。

「
敬
」
の

解
釈
に
つ
い
て
の
問
題
を
措
く
と
す
る
と

『
語
類
』
の
場
合
と
考
え
方
が
同
じ
で
あ
る
こ
と
が
分
る
だ
ろ
う
。

君
主
の
職
務
は
統
合
で
あ
る
か
ら
、
君
主
の
心
得
に
つ
い
て
い
う
な
ら
ば
、
そ
れ
は
「
人
君
の
知
を
明
に
し
て
事
物
に
及
ぼ
す
事
、

ヲ

(

二

八

}

知
ν
人
を
以
て
重
し
」
(
治
平
要
録
二
)
と
す
る
の
で
あ
り
、
中
で
も
後
者
に
重
点
が
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

以
上
が
政
治
の
前
提
と
し
て
の
君
主
の
個
人
的
修
養
ま
た
は
個
人
的
能
力
に
関
し
て
要
求
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

-114-

そ
れ
で
は
現
実
政
治
に
お
い
て
は
、
君
主
に
何
が
要
求
せ
ら
れ
る
か
?

ゆ

政
治

政
治
は
そ
れ
ぞ
れ
の
状
況
に
即
応
し
て
行
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
基
本
は
聖
人
の
大
経
に
よ
る
、

即
ち
そ
の
根
本
は
道
徳
的
な
の
で

あ
る
。

舗
網
に
按
ず
る
に
、
時
異
な
れ
ば
則
ち
事
殊
な
る
。
古
義
を
牽
き
、
以
て
変
ぜ
ざ
る
者
は
俗
儒
の
偏
説
也
。
専
ら
時
宜
に
趨
り
、
以
て

ζ
こ
る

協
な
ら
ざ
る
者
は
世
人
の
利
口
也
。
聖
人
の
大
経
を
本
と
し
、
衆
覧
の
諸
れ
を
世
に
用
ひ
、
諸
れ
を
民
に
徴
み
て
、
其
の
補
あ
る
に

た

ち

ど

こ

(

二

九

)

因
れ
ば
、
則
ち
国
家
の
事
業
立
ろ
に
成
る
ベ
し
。
(
治
平
要
録
四
)

聖
人
の
大
経
と
は
天
地
に
原
づ
く
H

法
で
あ
る
、

そ
れ
に
よ
る
努
力
は
必
ず
果
さ
れ
る
と
い
う
信
念
が
こ
こ
に
み
ら
れ
る
。
素
行
に
お

い
て
は
政
治
の
軸
心
は
そ
の
行
為
の
対
象
H

人
民
に
で
は
な
く
、

そ
の
道
徳
性
に
お
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。



「
人
君
は
唯
だ
道
義
に
志
を
立
て
、
世
俗
の
説
に
う
つ
ら
ざ
る
が
如
く
す
る
」
こ
れ
が
肝
要
で
あ
る
c

即
ち
「
順
ν
道
て
不
ν
順
二
世
俗

L

(=一O
}

こ
と
で
あ
っ
て
、
世
俗
多
数
の
小
人
の
意
見
を
採
る
こ
と
が
排
さ
れ
る
。

「
人
君
は
衆
人
の
悦
を
悦
ば
ず
、
衆
人
の
畏
れ
ず
、
唯
だ
義
之
れ
と
与
に
行
く
O

L

(

治
平
要
録
五
〉

こ
こ
に
み
た
よ
う
な
君
主
の
あ
り

方
は
素
行
の
所
説
に
お
け
る
官
僚
制
的
・
機
関
説
的
な
行
き
か
た
と
矛
盾
す
る
か
の
ご
と
く
で
あ
る
。
し
か
し
「
九
そ
業
を
勧
め
職
を
励

ま
し
て
事
を
緩
く
せ
ざ
れ
ば
民
以
て
酷
と
為
し
、
淫
行
を
禁
じ
供
楽
を
戒
む
れ
ば
民
以
て
迫
と
為
し
、
罰
を
重
く
し
刑
を
厳
に
す
れ
ば
民

以
て
暴
と
為
し
、
者
を
止
め
徐
を
用
ひ
、
積
緊
し
て
凶
年
に
備
ふ
れ
ば
民
以
て
貧
と
為
し
、
礼
を
札
し
義
を
勧
む
れ
ば
民
以
て
煩
と
為

し
、
土
を
練
り
武
を
試
む
れ
ば
民
以
て
乱
と
為
す
。
是
れ
等
皆
民
を
治
安
す
る
所
以
に
し
て
衆
心
之
れ
を
悦
ば
ず
、
之
れ
に
向
は
ず
し
て

そ

し

は

巴

め

い

た

以
て
之
れ
を
畏
れ
之
れ
を
鼓
る
。
:
:
:
古
人
日
は
く
、
非
常
の
元
は
饗
民
之
れ
を
健
る
。
其
の
成
る
に
擦
る
に
及
び
て
天
下
長
如
た
る

も
と

也
。
故
に
大
政
の
立
つ
は
人
情
に
掛
る
が
如
し
。
其
の
事
久
し
く
行
は
れ
其
の
道
大
い
に
立
つ
に
及
び
て
、
然
る
後
之
れ
に
掛
る
者
は
乃

や

す

(

三

二

)

ち
之
を
愛
す
る
所
以
な
る
を
知
り
、
我
れ
を
労
す
る
者
は
乃
ち
我
を
供
ん
ず
る
所
以
な
る
を
知
る
。
」
(
同
)
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
義
に
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従
う
戸
}
と
は
真
の
人
性
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、

人
を
愛
す
る
所
以
な
の
で
義
と
与
に
行
く
政
治
の
確
立
に
よ
り
人
々
長
如
と
な
る
の
で
あ

る。
「
縞
に
按
ず
る
に
、
世
俗
の
治
平
を
言
ふ
者
、
専
ら
衆
心
の
向
背
を
以
て
す
。
夫
れ
民
は
議
々
と
し
て
知
識
な
く
、
彼
れ
の
好
向
す
る

所
は
唯
だ
情
欲
の
み
O
i
-
-
-
天
下
を
し
て
皆
賢
人
た
ら
し
め
ば
、
則
ち
衆
に
従
ふ
も
可
也
。
天
下
を
し
て
賢
人
二
に
し
て
小
人
三
た
ら
し

め
ば
、
其
れ
以
て
従
ふ
ベ
け
ん
や
。
又
按
ず
る
に
、
政
は
衆
に
従
ふ
こ
と
あ
り
、
衆
に
従
は
ざ
る
こ
と
あ
り
、

主
主
一
)
(
三
四
)

れ
従
ふ
。
L

(

同
)

善
治
は
向
背
唯
だ
義
に
之

こ
の
天
地
に
も
と
づ
く
道
徳
中
心
の
政
治
に
お
い
て
、

人
民
が
自
然
の
ま
ま
で
あ
る
と
、

弁
口
吻
弘
υ

「
入
学
ば
、
ず
殺
は
ざ
れ
ば
、
則
ち
情
の
ま
ま

北
大
文
学
部
紀
要



山
鹿
素
行
に
お
け
る
思
想
の
構
成
に
つ
い
て

に
行
ひ
、
意
の
ま
ま
に
随
ふ
o
」
そ
こ
で
君
主
の
政
と
の
聞
に
無
用
の
摩
擦
を
生
ず
る
。
「
故
に
聖
人
の
政
は
皆
其
の
長
其
の
司
に
因
り
て

以
て
之
れ
を
教
戒
す
る
也
。
:
:
・
政
は
教
を
以
て
せ
ざ
れ
ば
則
ち
民
多
く
刑
に
陥
り
、
数
弘
教
へ
ず
し
て
急
に
礼
を
立
て
法
を
立
つ
れ

(
三
五
)

ば
、
則
ち
民
困
し
む
c

L

(
同
)

政
は
教
に
よ
っ
て
補
完
さ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
「
教
の
繋
る
所
尤
も
重
し
c
」
(
同
)

以
上
が
『
治
平
要
録
』
に
お
け
る
政
治
論
の
大
要
で
あ
る
。
『
語
類
』
に
お
け
る
理
論
と
の
整
合
性
が
知
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

b 

『
四
書
句
読
大
全
』
に
つ
い
て

『
聖
教
要
録
』
『
山
鹿
語
類
』
が
成
っ
た
の
が
寛
文
五
年
、
翌
六
年
素
行
は
赤
穂
に
配
流
せ
ら
れ
た
が
、
七
年
に
流
摘
地
で
で
き
上
っ
た

著
書
が
こ
れ
で
あ
る
。

『
大
全
』
と
『
語
類
』
の
聞
に
は
変
化
が
認
め
ら
れ
な
い
。
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『
語
類
』
段
階
と
完
成
段
階
と
の
中
間
に
お
け
る
思
想
を
考
察
す
る
た
め
で
あ
る
が
、
結
論
か

ら
先
に
い
え
ば

a
項
か
ら
し
て
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、

『
大
全
』
が
と
り
あ
げ
ら
れ
る
の
は

そ
れ
は
つ
ぎ
に
引
用
す
る
『
四
書
句
読
自
序
』
か
ら
明
白
で
あ
ろ
う
。

:
:
:
縞
に
按
ず
る
に
、
道
は
事
物
必
然
の
矩
、
所
謂
物
あ
れ
ば
必
ず
則
あ
る
な
り
。
天
地
に
明
か
に
人
物
に
著
し
く
し
て
、
須
央
も

お
ほ

離
る
べ
か
ら
ず
。
心
誠
に
之
れ
を
求
む
る
と
き
は
乃
ち
鉾
ふ
べ
か
ら
ず
。
故
に
五
百
年
の
後
、
聖
聖
其
の
挟
一
な
り
。
抑
k

聖
経
の
以

己
ζ

る

あ

と

て
之
れ
を
徴
と
す
る
に
足
る
を
や
。
凡
そ
経
書
は
聖
賢
の
越
な
り
身
に
本
づ
き
民
に
徴
み
、
天
地
に
建
て
、
以
て
其
の
故
を
求
め
、

而
し
て
後
に
道
は
天
下
の
道
と
な
り
、
学
は
聖
人
の
学
と
な
る
。
若
し
専
ら
因
っ
て
損
益
せ
ざ
る
と
き
は
、
付
制
ふ
こ
と
な
き
を
得

、
ず
、
信
ぜ
ず
し
て
自
ら
用
ふ
る
と
き
は
意
見
を
免
れ
ず
。
学
は
三
代
之
れ
を
共
に
し
て
人
倫
の
道
を
明
か
に
す
る
の
み
。
故
に
王
者

を
さ

の
民
は
埠
埠
如
と
し
て
、
之
れ
を
為
む
る
者
を
知
ら
ず
。
主
道
輿
ら
ず
徽
言
漸
く
遠
く
し
て
、
学
を
以
て
記
諦
と
為
し
、
道
を
以
て



性
心
と
為
し
、
舌
耕
黙
坐
し
て
人
を
し
て
躍
虞
如
た
ら
し
む
。
是
れ
漢
・
唐
・
宋
・
明
の
諸
儒
訓
詰
詞
章
の
末
に
喪
志
し
、
性
心
敬
静

の
遠
に
沈
」
刺
し
て
、
寛
に
人
を
治
め
己
れ
を
修
む
る
の
実
を
得
、
ざ
る
所
以
な
り
。
唯
だ
河
南
の
程
子
、
大
学
・
中
庸
を
表
章
し
論
孟

な
ん
/
ー

を
以
て
之
れ
を
取
っ
。
新
安
の
朱
子
、
章
句
集
註
し
て
以
て
世
に
行
ふ
。
殆
ど
千
載
に
向
た
り
。
其
の
聖
門
に
功
あ
る
こ
と
又
大

な
ら
ず
や
。
然
れ
ど
も
其
の
本
と
す
る
所
、
一
宅
謹
の
差
に
起
っ
て
千
里
の
謬
に
至
る
。
故
に
其
の
経
解
未
だ
疑
な
く
ん
ば
あ
ら
ず
。

愚
久
し
く
二
子
の
説
を
尊
親
し
、
大
い
に
其
の
説
の
非
を
覚
ゆ
。
而
れ
ど
も
一
且
之
れ
と
背
馳
す
る
に
忍
び
ず
、
且
つ
切
に
二
子
の

あ

ざ

む

か

A

賢
に
し
て
此
れ
を
察
せ
ざ
る
こ
と
を
疑
ふ
。
篤
く
自
ら
証
き
人
を
誕
く
の
罪
以
て
賎
ふ
べ
か
ら
ざ
る
を
思
ひ
、
自
ら
反
さ
う
し
深
く

直
す
こ
と
弦
に
年
あ
り
。
益
k

洞
然
と
し
て
復
た
疑
ふ
べ
き
な
き
こ
と
を
知
り
、
借
蹄
の
誘
を
忘
れ
、
問
主
嘗
て
之
れ
を
句
読
す
。

し
か
ら
ざ
品

川
豆
是
れ
志
な
ら
ん
や
。
否
ば
乃
ち
学
者
の
惑
耕
ず
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
学
者
の
惑
耕
ぜ
ざ
れ
ば
則
ち
天
下
の
人
之
れ
に
帰
し
之
に

直
し
て
、
以
て
俗
と
為
し
以
て
習
と
為
し
、

聞
く
所
に
党
し
見
る
所
に
比
し
て
、
聖
人
復
た
起
る
と
雌
も
其
の
後
を
如
何
と
も
す
る

(一一一七)

こ
と
な
け
ん
。
是
れ
戚
然
と
し
て
其
の
穿
に
椙
譲
黙
止
す
る
こ
と
能
は
ざ
る
所
以
な
り
ο
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こ
の
著
書
で
注
目
す
べ
き
こ
と
は
右
の
引
用
か
ら
、

さ
ら
に
端
的
に
は
『
四
書
句
読
大
全
・
大
学
』
中
の
一
文
「
大
学
の
経
一
章
、

や

お

も

む

吉

一
字
を
も
増
減
す
べ
か
ら
ず
。
是
れ
聖
人
至
誠
息
む
な
き
の
教
に
出
で
て
、
虚
仮
牽
合
の
致
な
け
れ
ば
な

字
を
も
動
か
す
べ
か
ら
ず

り
。
六
経
は
皆
大
学
の
明
証
な
り
。
天
下
古
今
の
学
、
天
下
古
今
の
治
、

(
三
八
)

者
の
精
力
、
此
の
一
経
を
尽
す
に
在
り
」
か
ら
知
ら
れ
る
よ
う
に
、

此
の
一
経
を
出
で
ず
。
此
れ
を
外
に
す
れ
ば
異
端
と
な
る
。
学

「
大
学
』
が
全
経
書
の
中
核
で
あ
る
と
の
説
で
あ
る
が
、

こ
の
説
も

の 『
始語
終 類
な[b，

り売に
J)お

( い
語 て
類既

四 み
¥}ノ〉

ズL

て
し、

る
O 

「
聖
人
の
書
、
幸
に
大
学
経
一
章
の
全
篇
あ
り
、
日
疋
れ
聖
学
の
淵
源
に
し
て
、
古
人
学
を
為
す

そ
れ
で
は
何
故
素
行
は
『
大
学
』
を
第
一
の
書
と
考
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
?

そ
の
理
由
を
推
測
し
て
み
る
と
|
|
『
大
学
』

は
社
会

北
大
文
学
部
紀
要



山
鹿
素
行
に
お
け
る
思
想
の
構
成
に
つ
い
て

の
構
成
を
道
徳
的
な
る
も
の
と
考
え
た
上
で
、

そ
れ
を
実
践
的
に
図
式
的
に
あ
ら
わ
し
た
書
で
あ
る
か
ら
、

そ
の
こ
と
が
第

E
章
に
お
い

て
説
明
さ
れ
た
、

A
世
界
V
を
道
徳
的
法
則
の
支
配
下
に
整
合
的
に
考
え
る
素
行
の
世
界
↑
社
会
構
成
論
、

」
と
に
そ
の
見
え
ざ
る
核
心

で
あ
る
思
考
方
法
の
特
徴
と
相
通
ず
る
も
の
を
も
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
、

そ
れ
が
そ
の
理
由
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

(四

O)

『
易
』
を
尊
重
す
る
の
も
(
「
易
は
直
に
全
体
を
指
し
淵
源
を
著
明
す
る
の
書
に
し
て
、
尽
せ
り
至
れ
り
。
」
「
語
類
四
二
一
」
)
同
じ
原
由
で

素
行
が

あ
ろ
う
。

c 

「
詰
居
童
問
』
に
つ
い
て

『
諦
居
童
問
』
は
寛
文
八
年
に
著
わ
さ
れ
た
。
全
文
は
七
巻
か
ら
成
っ
て
い
る
が
そ
の
四
ま
で
は
「
学
問
」
と
題
さ
れ
て
お
り
、

五
以

下
は
「
治
平
」
で
あ
る
。

こ
れ
は
政
治
論
で
あ
り
、

そ
の
意
味
で
『
治
平
要
録
』
に
つ
な
が
る
性
質
の
も
の
と
考
え
て
よ
い
。
前
半
は
素

行
に
お
け
る
学
問
一
般
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、

そ
こ
か
ら
素
行
学
の
原
理
的
部
分
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
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こ
こ
で
は
ま
ず
こ
の
部
分
に
つ
い
て
『
語
類
』
に
お
け
る
素
行
学
の
原
理
が
い
か
な
る
状
態
に
あ
る
か
を
検
討
す
る
。

1
4ム

「
天
地
人
物
し
的
世
界
に
お
け
る
聖
人
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
は
何
か
?

「
聖
人
」
お
よ
び
「
聖
人
の
道
」
に
つ
い
て
の
議
論
に
関
し
て
素
行
学
の
原
理
論
を
検
討
す
る
。

本
書
中
に
お
い
て
素
行
は
詳
し
く
説
い
て
い
る
。
即
ち
、
以
下
の

通
り
。

キ

ヲ

ミ

ヲ

陰
陽
五
行
相
交
り
て
寓
物
の
用
あ
り
。
陰
陽
五
行
は
天
地
に
お
い
て
全
き
故
、
形
気
あ
る
も
の
皆
戴
ν
天
脂
ν
地
、
天
地
の
外
に
不
v

デ

マ

出
。
是
れ
天
地
を
父
母
と
し
乾
坤
を
本
と
い
た
す
の
ゆ
ゑ
也
。
凡
そ
天
は
気
也
、
故
に
昇
り
て
不
ν
息
、
其
の
象
国
大
に
し
て
覆
ニ
寓

グ

カ

ギ

リ

ス

物
戸
。
地
は
形
也
、
故
に
降
り
て
無
ν
彊
、
其
の
形
厚
博
に
し
て
戴
二
高
物
-
。
其
の
中
精
の
気
は
生
-
一
人
物
一
、
偏
塞
は
土
石
と
な
る
。

天
に
日
月
星
辰
を
あ
ら
は
し
、
地
に
山
議
江
海
を
顕
す
。
人
に
賢
愚
男
女
之
品
、
物
に
草
木
・
鳥
獣
・
魚
掻
を
な
し
、
風
雨
寒
暑
往



来
消
長
し
て
昼
夜
を
正
し
、
或
は
順
に
し
て
四
時
と
と
の
ひ
、
或
は
雷
鳴
震
動
し
て
風
雨
を
起
し
、
山
を
崩
し
川
を
そ
こ
な
ひ
、
人

物
を
い
た
め
て
疫
病
・
火
事
・
乱
逆
・
闘
将
を
き
た
し
て
、
天
下
是
れ
が
た
め
に
く
る
し
み
、
天
変
あ
ら
は
れ
地
妖
生
じ
、
人
怪
あ

っ
て
不
思
議
を
な
す
。
然
れ
ど
も
昼
夜
日
月
の
盈
虚
、
気
候
の
消
息
、
つ
ひ
に
変
ず
る
こ
と
あ
ら
ず
。
是
れ
天
地
の
至
誠
、
天
地
の

キ

ム

由

っ

と

天
地
た
る
ゆ
ゑ
に
し
て
、
生
々
無
ν
息
造
物
者
の
無
尽
蔵
、
悠
久
に
し
て
無
彊
の
道
也
。
聖
人
こ
れ
に
法
り
て
天
下
高
世
の
皇
極
を

(
四
一
)

立
て
人
民
を
し
て
是
れ
に
よ
ら
し
む
る
ゆ
ゑ
ん
也
。
(
品
川
届
童
間
二
一
)

い
い
か
え
れ
ば
「
聖
人
寓
物
の
道
を
立
て
、

(
四
一
ニ
)

人
の
道
は
至
誠
の
全
体
也
L

(

同
)
と
い
わ
れ
る
が
、

(
四
二
)

是
れ
至
誠
よ
り
出
で
た
り
」
(
同
)
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
し
て
「
聖

そ
れ
は
「
寓
物
を
以
て
為
ニ
寓
物

L

す
、
つ
ま
り
高
物
の
本
体
が
一
つ
で
あ
る
と

(
四
回
)

し
て
そ
れ
ら
を
一
色
に
塗
り
つ
ぶ
す
の
で
は
な
く
「
使
=
一
各
尽
ニ
其
性
こ
(
繭
居
童
間
四
)
さ
ら
に
「
天
下
の
人
の
性
を
尽
さ
し
め
て
そ

礼
を
定
む
る
こ
と

れ
ノ
¥
の
用
を
と
げ
、
其
の
材
其
の
徳
を
全
く
せ
し
む
。
天
下
の
人
性
を
尽
す
ゆ
ゑ
に
、
寓
物
各
巳
其
の
性
を
尽
す
こ
と
を
得
て
、

(
四
五
)

能
く
み
の
り
草
木
能
く
さ
か
え
山
川
能
く
処
佐
得
」
る
の
道
で
あ
る
。
(
諭
居
童
間
三
)

五
穀
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こ
の
よ
う
で
あ
る
か
ら
「
聖
人
の
道
」
は
固
定
し
た
も
の
で
は
な
く
、

天
地
の
誠
で
あ
る
点
に
お
い
て
は
変
ら
な
い
が
、
世
の
推
移
に

応
じ
て
の
変
化
が
あ
る
。
つ
ま
り
聖
人
の
教
は
洪
大
で
あ
る
の
で
形
が
き
ま
っ
て
い
る
と
い
う
わ
け
に
い
か
な
い
、
そ
れ
は
人
が
気
づ
か

(
四
六
)

な
い
ほ
ど
に
大
き
い

o
q聖
人
の
教
に
形
名
な
し
。
形
名
な
き
ゅ
ゑ
に
人
是
れ
を
し
ら
ず
し
諭
居
童
向
二
)

聖
人
は
「
天
地
の
化
育
を
賛
L

け
る
の
だ
か
ら
「
天
地
と
参
」
で
あ
り
、
「
天
地
の
心
」
と
も
い
う
べ
き
な
の
だ
が
、
「
但
し
天
と
一
体

カ

ヲ

ル

(

四

七

)

と
は
難
ν
二A
o
-
-
:
:
聖
人
と
い
へ
ど
も
人
の
気
質
を
受
く
る
が
ゆ
ゑ
に
、
人
類
を
不
ν
可
ν
離
也
」
と
い
わ
れ
る
。
ま
さ
し
く
素
行
的
の
考
え

方
で
あ
る
。

{
四
八
)

か
く
し
て
一
般
の
人
は
「
口
ハ
だ
聖
人
を
以
て
規
矩
と
す
べ
し
O

L

(

前
居
童
間
四
)
聖
人
に
な
ら
え
ば
そ
れ
で
よ
い
、

と
い
う
こ
と
に
な

北
大
文
学
部
紀
要
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鹿
素
行
に
お
け
る
思
想
の
構
成
に
つ
い
て

る
O 

そ
れ
は
な
ぜ
か
?

天
地
の
「
誠
」
と
は
い
わ
ば
道
徳
的
自
然
法
で
あ
る
。
そ
れ
は

A
世
界
V
の
全
体
を
根
源
的
に
で
は
あ
る
が
一
定

の
型
に
は
め
こ
む
こ
と
な
く
支
配
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
「
聖
人
」
の
教
を
媒
介
と
し
て
入
社
会
V
を
律
す
る
実
定
法
を
う
ん
で

い
る
。

:
・
仁
は
人
の
道
に
し
て
義
は
時
宜
に
通
ず
る
也
。
こ
の
ゆ
ゑ
に
方
円
曲
直
平
と
も
並
び
行
は
れ
て
、
天
下
の
道
可
ν
立。

タ

ノ

ル

ハ

こ
を
以
て
あ
は
せ
案
ず
る
に
、
天
地
人
物
如
ν
此
な
ら
ざ
れ
ば
不
ν
叶
の
道
、
是
れ
誠
也
。
此
の
誠
を
の
り
(
則
)
と
し
て
、
今
日
の

:-v」

道
を
立
て
て
の
り
と
い
た
せ
る
こ
と
な
れ
ば
、
聖
人
の
教
此
の
二
つ

キ

{

四

八

)

其
の
道
を
な
す
に
あ
り
と
可
ニ
心
得
一
也
。
(
同
)

(
仁
と
義
H

仁
義
と
権
謀
)
を
全
う
し
て
、
其
の
時
に
従
っ
て

(
補
自
)

こ
の
「
誠
」
の
道
に
は
い
る
こ
と
は
格
物
に
よ
っ
て
可
能
で
あ
る
。
(
そ
の
論
理
は
前
章
の
『
語
類
』
に
つ
い
て
の
鍍
述
か
ら
知
ら
れ

-120-

た
い
。
)

〔
補
註
〕
『
童
問
』
に
お
い
て
も
「
聖
人
は
学
び
て
至
る
ベ
し
」
、
学
問
に
よ
っ
て
誠
の
道
に
は
い
り
う
る
と
の
こ
と
は
保
証
さ
れ
て
い
る
。

「
人
は
天
地
の
中
を
受
け
五
行
の
秀
気
を
も
ち
出
で
け
れ
ば
、
能
く
人
に
従
ひ
て
能
く
学
ば
ば
、
善
人
と
な
り
賢
人
君
子
と
も
な
り
ぬ
ベ
し
、
至
り
で
は

叩

ぼ

し

た

古

{

四

九

}

聖
人
の
地
位
に
も
升
り
つ
ベ
し
。
此
の
下
知
我
れ
に
あ
り
、
是
れ
を
知
恵
と
名
付
く
る
也
。
」
(
諦
居
童
向
一
〉
ま
た
「
蓋
し
聖
人
は
只
だ
人
諭
の
至
極
に
し

(五

O)

て
全
く
人
に
か
は
れ
る
こ
と
な
し
。
」
(
同
)

と
こ
ろ
が
素
行
は
「
只
だ
学
者
格
致
の
実
う
す
う
し
て
、

旧
習
ふ
か
き
ゅ
ゑ

L
i
-
-こ
の
言
葉
は
そ
の
論
理
か
ら
い
え
ば
、
格
致
を
十
分
に
す

れ
ば
聖
人
に
到
り
う
る
の
に
:
:
:
と
い
う
わ
け
を
含
む
が
、
実
際
に
は
経
験
的
に
い
っ
て
誠
の
道
に
い
る
ま
で
の
格
致
は
と
て
も
で
き
な
い
、
聖
人
に
な
れ
る
と
い

う
の
は
単
に
論
理
に
す
ぎ
な
い
の
で
実
は
見
込
が
な
い
、
と
素
行
は
考
え
て
い
る
|
|
「
誠
の
道
に
入
る
こ
と
不
v
叶
也
o

自
ら
の
臆
見
を
や
め
て
、



(
五
ご

聖
人
の
言
行
を
以
て
言
行
の
則
と
す
べ
き
也
」
と
い
う
の
で
あ
る
。

い
ま
こ
こ
で
「
聖
人
し
お
よ
び
「
聖
人
の
道
」
を
例
に
と
っ
て
点
検
し
た
が
、

『
語
類
』
の
場
合
と
く
ら
べ
て
、
素
行
の
思
想
の
基
本

に
は
別
段
の
変
化
は
見
当
ら
な
い
。
た
だ
、
感
じ
ら
れ
る
の
は
「
誠
」
に
達
す
る
の
道
が
事
実
に
お
い
て
閉
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と

だ
。
こ
れ
は
弾
圧
を
う
け
た
素
行
の
考
え
の
基
本
に
は
変
り
は
な
い
が
、
自
然
法
的
と
も
考
え
ら
れ
る
よ
う
な
そ
の
思
想
が
社
会
体
制
に

次
第
に
密
着
し
て
い
っ
て
自
然
主
義
へ
と
ち
か
よ
っ
て
い
る
こ
と
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
も
そ
も
の
構
成
か
ら
し
て

素
行
の
思
想
に
は
そ
の
よ
う
な
傾
向
が
あ
っ
た
の
だ
。

一
方
『
源
原
発
機
』
に
み
ら
れ
る
よ
う
に

A
世
界
V
を
法
則
的
に
み
る
傾
向
が
強
め
ら
れ
る
と
し
た
ら
、

」
の
思
想
は
い
っ
た
い
ど
の

よ
う
な
も
の
と
い
っ
て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ (2)
れ

うど
ト4

え

る
の
カ2
次
の
文
章
で
あ
る
O 

こ
こ
で
素
行
が
理
想
的
と
し
て
い
る
政
治
の
状
態
は
ど
の
よ
う
で
あ
る
か

Y

-121-

凡
そ
聖
人
の
道
、
恒
久
な
ら
ざ
れ
ば
、
其
の
化
を
し
く
こ
と
を
不
ν
得
也
。
只
だ
一
旦
に
人
の
趣
き
向
っ
て
喜
び
た
の
し
む
こ
と
を

な
す
こ
と
は
易
く
し
て
、
久
し
う
し
て
其
の
徳
に
化
す
る
こ
と
難
L
o
i
-
-
-
ざ
れ
ば
恒
久
に
民
化
し
て
、
上
の
徳
の
お
よ
ぶ
、
是
れ

ル

カ

ラ

フ

を
ま
こ
と
の
至
治
と
云
ふ
也
。
必
ず
一
時
の
悦
を
き
は
め
て
、
こ
れ
を
以
て
、
民
化
せ
り
と
不
ν
可
ν
思
也
。
久
し
う
し
て
そ
の
民
安

た
み

ま
こ
と
の
化
と
云
ふ
べ
き
也
O
i
-
-
-
教
ふ
る
こ
と
久
し
く
し
て
、
其
の
化
民
に
及
び
天
下
に
満
つ
る
時
は
、
そ
の

そ
の
化
寓
物
に
立
つ
也
o
:
:
:
聖
人
の
世
を
治
む

ん
ず
る
と
き
は
、

化
又
久
し
く
化
し
て
、

天
下
の
変
あ
る
べ
か
ら
ざ
る
也
。
天
地
も
久
し
う
し
て
、

る
中
に
も
、
天
下
の
悪
人
小
人
な
く
ん
ば
あ
ら
ざ
れ
ば
、

一
旦
利
を
得
る
こ
と
を
も
よ
ほ
し
て
、
災
を
な
す
こ
と
あ
り
と
い
へ
ど
も
、

元
来
根
ざ
し
ふ
か
き
聖
人
の
政
ゆ
ゑ
に
、
悪
人
小
人
つ
ひ
に
そ
の
志
を
と
ぐ
る
こ
と
を
不
ν
得、

そ
の
中
に
聖
人
の
礼
日
日
に
お
こ

北
大
文
学
部
紀
要
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9 

fを
れ
を
まれ
こ を
と 告
のふ
若手 に
平 至
とる
可キが

称ス
山(

uさ芸 tこ

君
子
の

人
の

ザ
¥
天
下
悉
く
春
の

ι
ょ

争

点

1

7
t
j
 
い
つ
と
な
く
天
下

に
こ

w 

'-伶

「
寓
民

)，~ 

，'-

t土

人
民
の
心

安
〈 そ
し し
てて

そ
の
去フ
カミ

ち

顎ベ
に を

し 最

:三治
小の

可Z
惑フ

〈詩)、

て
人
心

せ
る
に
あ

門
械
設
い
〕
こ
の
政
治
の
泌
総
へ
の
議
礎
的
条
件
と
し
て
「
人
が
安
ん
じ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
は
ふ
白
米
、
政
治
の
目
標
と
な
っ
て
き
た
が
本

当
に
こ
の
問
問
機
会
淡
淡
す
る
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
ム
部
分
》
に
適
当
す
る
政
治
の
佼
方
と
い
う
も
の
が
必
姿
匂
あ
る
。
そ
れ
が
「
幾
人
の
治
」
と
い
う
も
の
な

の
だ
。

や
す
き

「
古
今
天
下
の
治
、
そ
の
様
、
大
方
安
安
以
て
き
は
ま
ち
と
し
て
、
倒
的
に
一
州
お
る
こ
と
あ
ら
ず
。
安
と
閥
的
と
な
鎌
ぬ
る
こ
と
は
、
絡
協
人
の
執
掃
に
非
ず
し
て

b

ν

ァ

は
不
レ
得
νウ
ム
山
も

O
i
-
-
-
皇
何
殺
を
燈
に
入
れ
て
、
衣
す
る
に
抽
抑
繍
酬
な
以
て
し
、
食
は
し
な
る
に
人
の
線
対
味
-V
旬
以
て
す
と
い
へ
ど
も
、
鳥
獣
こ
れ
に
安
ん
ず
る

〈
波
留
}

に
あ
ら
ず
。
人
を
治
な
る
の
滋
も
必
然
号
。
人
々
の
ふ
伎
に
潟
っ
て
、
其
の
安
ん
ず
る
処
こ
と
也
J

(縞
総
笈

一
週
訂
ん
そ
竪
僚
の
鴇
問
、
下
院
比
を
以
て
骨
明
子
と
牧
ず
、
綾
子
を
以
て
小
人
と
佼
デ
。
各
E

菜
市
り
分
に
よ
っ
て
然
の

一122

そ
こ
で

の
二
つ
を
つ
な
ぐ
り
が
突
欝
の
政
治
な
の
で
あ
る
が
、

一「

政

ヲ

v
起
前
に
あ
ら
か
じ
め
設
く
る
が
ゆ

に
及
ん
で

惑
ふ
こ
と

る
也
」

と
い
わ
れ
る
。

に
起
る
べ
き
す
べ
て
の
に
対
応
し
う
る
銭
撃
が
要
求
さ
れ
る

キ
"

の
変
は
難
ν
計
に

で
あ
る
。

三司、、、也、

J
j
ド
品
μ

そ

れ
ら
将
来
す
る
事
変
は
予
樹
可
能
で
あ
ろ
う
か
?

り
と
い
へ
ど
も
、

の

天
下

処
の
変

化
、
是
れ
又
定
ま
れ
る
こ
と
あ
り

地
変
あ
り
、
人
物
の
変
あ
り
。

ヘ
地
変
を
つ
も
り
、
…
印
し
て
人
事
蔦
物
の

ら
ず
。

し
て
多
し
。
熱
れ
ど
も
情
を
は
か
つ
て
、

そ
の
変
合

9 
G 

故

其
の
変

倶こ
/f¥レ

f!J-jナは
L ラカミ

る

・や

す
く
し
、

変
多
か

F 

""‘ 

そ
の
変
拐
に
し

但
し
天
地
の

ャ
imt

 

ん
上
て
の



す
る
予
測
は
理
論
的
に
可
能
な
の
で
あ
る
。
故
に
「
聖
人
易
を
菩
一
し
て
、

デ

天
下
の
変
を
考
ふ
る
こ
と
八
つ
に
不
ν
出。

ル

ヲ

故
に
人
君
心
を
つ
く
し
て
是
れ
を
察
し
、
其
の
変
の
不
レ
来
ご
と
く
思
慮
あ
っ
て
、
変
来
る
時
は
是
れ
を
防
ぎ
、
是
れ

さ
れ
ば
恒
例
平
生
の
政
に
、
乃
ち
制
ν
変
の
仕
置
を
含
み
、 而

し
て
其
の
末
六

十
四
に
尽
せ
り
。

を
守
り
て
、
能
く
正
し
か
ら
し
む
る
、
こ
れ
を
政
と
云
ふ
也
。

キ

フ

〈

五

六

)

備
ふ
。
こ
れ
ま
こ
と
の
政
道
と
可
ν
謂
也
」
と
い
わ
れ
る
。
こ
の
諸
変
事
に
対
応
し
う
る

文
武
剛
柔
相

「
制
度
」
が
予
め
つ
く
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
必

要
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

(
五
七
)

か
か
る
制
度
さ
え
あ
れ
ば
:
:
:
「
其
の
事
皆
予
め
制
せ
る
が
ゆ
ゑ
に
、
事
来
れ
ば
忽
ち
わ
か
っ
て
滞
」
(
論
居
童
間
七
)

(
補
註
)

る。

ら
ぬ
筈
で
あ

〔
補
註
〕
右
は
、
聖
人
に
よ
る
完
全
な
制
度
の
論
で
あ
る
と
も
い
え
る
。
こ
れ
と
前
章
『
語
類
』
段
階
に
お
け
る
、
君
主
が
聖
人
で
あ
れ
ば
特
に
制
度
は
必

要
で
な
い
が
、
一
般
に
は
凡
愚
で
あ
る
か
ら
「
制
度
」
が
第
一
に
必
要
だ
、
と
い
う
諭
と
の
関
係
は
ど
う
か
?
・

こ
こ
で
も
君
主
H
聖
人
の
場
合
に
は
「
制
度
」
は
な
く
て
も
よ
い
、
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
(
但
し
「
聖
人
の
無
事
易
簡
は
千
錬
寓
鍛
の
間
よ
り
以
て
出
生

{
五
七
)

す
。
」
講
居
童
向
七
で
「
制
度
」
は
聖
人
の
行
為
そ
の
も
の
に

σ己
目
立
ロ
宮
で
あ
り
、
日
ロ
く
E
E
O
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
)
ま
た
も
し
「
制
度
」
が
作
ら
れ

る
な
ら
ば
こ
こ
に
い
わ
れ
る
如
く
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
君
主
が
聖
人
な
ら
「
制
度
」
は
な
く
て
も
よ
い
が
、
凡
愚
で
は
そ
れ
な
し
に
は
や
っ
て
い
け
な
い
、

と
も
い
え
る
。
だ
が
『
童
問
』
で
は
政
治
の
実
際
が
多
く
語
ら
れ
る
。
そ
の
関
係
か
ら
『
童
問
』
に
お
い
て
は
、
モ
デ
ル
と
し
て
の
聖
人
は
君
主
が
現
実
的

に
要
求
さ
れ
て
い
る
こ
と
そ
の
も
の
を
し
た
と
す
る
の
が
よ
い
と
、
素
行
に
よ
っ
て
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
に
表
現
の
上
で
喰
ち
が
い
が
起

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
理
論
と
し
て
は
別
段
問
題
は
な
い
筈
で
あ
る
。

一123-

素
行
で
は
聖
人
は
、
現
実
的
に
は

一
般
の
人
の
と
い
う
よ
り
は
君
主
の
モ
デ
ル
で
あ
り
、

君
主
は

A
世
界
V
に
お
け
る
聖
人
的
の
役

割
を
に
な
わ
さ
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
君
主
は
一
般
の
人
と
ち
が
っ
た
特
殊
な
役
割
・
地
位
を
も
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、

そ
う

し
た
場
合
『
大
学
』
の
「
修
身
斉
家
治
国
平
天
下
」
と
い
う
連
続
的
な
政
治
倫
理
が
問
題
と
な
っ
て
く
る
。

北
大
文
学
部
紀
要



山
鹿
素
行
に
お
け
る
思
想
の
構
成
に
つ
い
て

既
に
検
討
し
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
素
行
の
考
え
で
は
そ
れ
ぞ
れ
の
人
・
物
に
は
そ
れ
ぞ
れ
に
即
応
し
た
道
が
あ
っ
て
、

そ
れ
ら
は
根

幹
で
あ
る
「
天
地
」
の
道
の
分
枝
で
あ
る
が
、
現
実
的
に
は
個
別
で
あ
る
。

さ
ら
に
素
行
で
は
、
道
徳
的
人
格
と
し
て
の
「
君
子
」
に
対
し
て
、

「
一
人
一
己
の
安
ん
じ
楽
し
ま
ん
こ
と
ば
君
子
の
是
と
す
る
処
に

(
五
八
}

あ
ら
ず
。
唯
だ
天
下
の
寓
民
を
し
て
各
k

其
の
安
ん
ず
る
処
に
安
ん
ぜ
し
む
る
を
以
て
大
道
と
云
ふ
也
。
L

(

訓
居
童
間
五
〉
と
個
人
の
モ

ラ
ル
を
超
え
て
、
天
下
の
寓
民
を
安
ん
ぜ
し
む
る
と
い
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

右
か
ら
し
て
君
子
の
道
と
は
結
局
、
為
政
者
の
道
に
外
な
ら
ぬ
こ
と
が
知
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
聖
人
の
道
と
は
、
右
の
引
用
文
の
す
ぐ
前

(
五
八
)

に
あ
る
文
章
「
聖
人
の
道
、
天
下
の
人
民
を
し
て
其
の
処
を
安
ん
ぜ
し
む
る
に
あ
り
。
L

の
表
現
を
も
っ
と
も
素
直
に
う
け
と
れ
ば
、

自生

の
人
は
そ
れ
か
ら
除
外
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

と
す
る
と
、

こ
の
『
大
学
』
の
綱
領
は
素
行
の
立
場
か
ら
は
文
字
通
り
に
は
肯
定
で
き
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
『
大
学
』
第
一

{
五
九
)

こ
の
二
つ
は
整
合
的
に
解
釈
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一124-

主
義
の
素
行
に
お
い
て
は
、

「
家
は
天
下
郡
国
の
本
也
、
天
下
と
云
ひ
郡
固
と
云
ふ
、
皆

キ

ナ

ル

是
れ
家
よ
り
出
で
て
又
家
に
帰
す
。
:
:
:
一
家
の
治
平
を
調
和
な
り
難
き
時
は
、
郡
国
の
衆
、
天
下
の
大
、
何
を
以
て
か
能
く
こ
れ
を
治

『
一
語
類
』
で
は
修
身
・
斉
家
と
治
国
と
の
直
接
的
な
関
係
を
め
ぐ
っ
て

平
せ
ん
や
。
然
れ
ば
天
下
国
家
を
つ
づ
ま
や
か
に
致
せ
る
は
家
に
し
て
、
家
を
つ
づ
む
る
と
き
は
此
の
身
也
。
身
を
修
め
て
柳
か
天
地
に

ラ

ル

ヨ

ト

ヲ

不
J
I

違
人
を
聖
人
と
云
ひ
君
子
と
云
ふ
。
身
を
修
む
る
の
人
天
下
国
家
に
お
け
る
、
何
の
有
ν
不
ν
成
ん
や
し
(
語
類
一
一
)
と
い
わ
れ
た
。

こ
の
解
釈
で
は
、
朱
子
の
そ
れ
と
異
り
、
修
身
↓
平
天
下
の
原
理
が
一
貫
し
て
い
る
か
ら
連
続
し
て
い
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
家
は
天

下
国
家
構
成
の
単
位
で
あ
り
、

ま
た
集
約
す
れ
ば
こ
の
身
で
あ
る
と
し
、

一
方
、
修
身
の
完
成
は
「
聖
人
し
を
意
味
す
る
か
ら
、
身
を
修

む
る
の
人
な
ら
ば
天
下
を
も
よ
く
治
め
う
る
と
い
う
論
理
で
、

い
わ
ば
問
題
を
回
避
し
な
が
ら
自
己
の
主
張
を
通
す
と
共
に
つ
じ
つ
ま
を



合
せ
よ
う
と
し
て
い
る
。

で
は

一

〉り
い
と
い
う
。

の
家
と
は
、
是
れ
割
合
治
む
る
の

の
見
解
に
反
対
し
、

て
い
る
が
実
は
そ
う
"
で
は
な
い
。

五
で

の
路
は
た
し
か
に
修
身
か
ら
は
じ
ま
る
が
、

ペコ

日
開
治
尚
一
知
天
下
一
平
也
」
と
あ
る
の
で
あ
っ
て
そ
れ
ら

の
で
は
な
く

そ
の
陀
に
は

こ
う
い
っ
た
後
で

し、

の

"" 

々
を
な
さ
め

々

J¥ 

せ
ん
こ
と
は

実
際
に
は
そ
の

通
り
に
は
い
か
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、

の
ト
ム
に
つ
い
て

と
い
っ

と
も
い
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら

め
意
見
と
同
じ
で
あ
る

Q

一125

人
君
の
身
家
聞
を
さ
し
て
云
へ
る
読
な
れ
ば
、

こ
、
れ
ら
の

み
る
に
、

昆

段
階
か
ら

段
階
へ
と
、

回
hv

…
慾
の

ニ
フ
、
f
L

b
u電

J
v
i
v
v

後
者
の
方
、
が
i
l
l政
治
を
論
ず
れ
ば
当
然
の

に
お
い
て
の
変
化
は
な
い
こ
と
が
分
る
。

よ
り
も
実
際
誌
に
か
た
な
い
て
い
る
と
は
い
え
る
。

が
加
え
ら
れ
た
か
の
ご
と
く
で
あ
る
が
、
そ
の

安〉

wで

tま

の

ω羽
目
戸
市

HHg
に
あ
て
は
玄
ら
な
い
の

'1.:' 
t主

り
く
ね
っ

b
-

つ
か
っ
て

一
誌
つ
じ
つ
ま
を
合
わ
ぜ
て
い
る
し

で
も

の

el;， 

い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
こ
で
は

dヲ

二
、
月
ノ
之
内
り
守
主

b

V

3し
w
J
j
f
u
v
p官

い
の
で
あ
る
ο

ら
一
品
そ
の
論
理
が
等
敬
さ
れ
て
い
る
に

十
l
ht

 

の
た
め
の
も
の
だ
と
い
う
の
、
が
そ
の

あ
る

Q



だ
問
題
を

山
出
鹿
繁
行
に
お
け
る
忠
懇
の
鱗
淡
に
つ
い
て

の
諒
恕
全
体
比
山
川

人
は
一
般
人
の

右
の

て
い
る
の
だ

般
に
か
え
し
て
い
う
な
ら
ば
、

の
た
め
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
の
だ
か
ら
、

修
身
i÷
聖

で
あ
る
。
そ
れ
故

」
と
に
は
お
然
抵
抗
が
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
が

け
の
も
の
と
し
て

か
ら
の
文
章
で
は

マコ

一
去
ふ
の
み
に
し
て
い
、

原
則
と
し
て
は
そ
う
な
の
だ
が
:
:
:
と
い

れ
る
。
だ
が
こ

か
に
し
て
人
民
を
教
化
し

ま
で
来
れ
ば
、
人
民
の

し
て

う
と
い
う
伊
藤
仁
斎
の

の
孔
子
、
と
嫌
も
亦
能
は
ぎ
る
所
々

(
携
名
下
〉
と
批
判

で
は
そ
れ
ほ
ど
速
く
な
い
で
あ
ろ
う
。

iユし
た
住
械
の

の
一t

政
治
的
議
度
」
に
つ
い
て
の
論

し
る

れ
に
よ
っ
ザ

し
き
待
は

の
人
そ
し
る
と
一
広
ふ
と
も
、

126 -

ふ
と
も
、

」
れ
に
よ
っ
て

、

治、

V 

'-

べ
か
ら
ざ

空〉

留
の

ん

ど

に
不
ν
通
時
は

ル

タ

そ
の
法
つ
ひ
に
や
み
ν
立

れ
が
原
期
的
態
疋
と
い
っ
て
よ
い
。
し
か
し
、

の
原
則
を
ど
の
よ
う
に
適
沼
す
る
か
が

む
し
ろ
一
ア
ク で

あ
る
。
と
す
れ
ば

な
る

カ
ル
な
解
決
へ
の

」
れ
を
制
す
る
と
い
う
の
が

の
政
は

し
て
は
人
誌
の
動
向
合
先
取
り
し
て

ら

{
術
」
な
し
の

は
政
治

て
政
を
立
て
、
隠
し
て

ヵ:

lま

こ
れ
な
ど

と
同
協
マ
こ

こ
こ
で

に
は
あ
り
え
な
、

が
正
し
い
か
ど
う
か
?
が

し
い
と
患
っ
て
も
そ
れ
が
本
当
に
認
し
い
か
ど

っ
て
く
る
c



う
か
、
が
何
故
分
る
の
か
?
と
い

で
占
め
る
。

の
職
職
務
に
従
っ
て

い
る
が
ー
ー
ー
も
人
間
で
あ

り

一
般
人
も
人
間
で
あ
る
。

の
ま
ち
が
い
な
指
摘
し
う
る
可
能
性
が
あ
る
筈
で
あ
る
の
だ
か
ら
君
主
以

外
の
人
の
意
見
や
動
向
を
と

だ
ろ
う
。

い
て
茶
の

た
だ
し
、

こ
に

の

へ
て
、
並
れ
の

は
か
り
、
第
三
に
天
時
地
科
会
}
詳
に
し
て
、

の

人
。〕

ずそ
二Jキし
ま:0，レり
也尖を
lfき~

」
の
こ
と
に
つ
い
て
の

の
一
般
的
な
考
え
は
っ
:
:
:
次
に
政
の

ふ
る
こ
と
、
そ
の

(
常
生
長
期
七
)
に
る
ら
わ
れ
て
い
る
。

も
っ
と
悶
具
体
的
に
い

「
衆
患
の

々
た
る
は
、

ヵ

賢
の
唯
々
に
一
小
ν
如
、
」
で
あ
る
か
ら
必
ず
し

の
η山
内
管
内
の

に
気
を
つ
か
う

V 
L目白

な
い
、

そ
の
棄
で
あ
る
。
費
者
の
向
背
を
こ
そ
注
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

「
民
に
上
下
あ
れ
ノ
、
人
に
知
愚
あ
れ
ば
、

上

民
は
必
ず
hmあ
り
、
知
者
は
も
の
に
お
も
ん
ば
か
り
あ
り
。
放
に
そ
の
知
あ
り
憲
あ
ら
ん

〈
七
日
)

て
は
な
ら
な
い
。

是
非
を
以
て
舟
背
と
す
べ

い
〈
符
〉
ま

-127-

6つ

こ
の
「
政
治
的
態
度
」
に
つ
い
て
の

と
が
知
ら
れ
る
。
人
民
の
動
向
に
対
応
す
る
と
い
う
こ
と

か
ら
、

に
お
け
る

と

、zu 

従
つ
て
の
行
為
℃
あ
る
こ

一
義
的
な
こ
と
で
あ
る
に

ν・円

A

の
事
物
、
礼
あ
ら
ず
と
云
ふ
こ
と
な
し
。
一
般
箔
有
ν
物
有
レ
脳
也
ο

し、
O 

の

日
間
一
々

し
て
、
そ
の
定
礼
な
究
む
る
と
き

は
、
人
民
こ
れ
に
ま
ど
ふ
こ
と
な

〈問〉

そ
れ
放
に

一
の
磯
務
は
礼
を
行
ふ
こ
と
と
な
る
。

「
人
君
礼
含
行
ひ
玉
ふ
か
}
以
て

礼
定
ま
っ
て
正
し
か
ら
ざ
れ
ば
、

治
話
上
下
の

る
ベ
か

〈問〉



山
凶
際
議
行
に

ま
た

と
h
山

ザ

〈

V
O

こ
と
辻

ム
口
しそ

れ
で

〉
」
ヲ
」
叫
に

て
、
そ
の
と
で

容易れと

筒主い
に へ

しど
も

つ
い
て

こ
の
こ
と
に
関
連
し
て
、

テ

ス

ル

ヲ

ヲ

ス

ト

は
以
ν
愛
ν
人
為
ν
本
c

に
い
た
さ
ざ
れ

M
Y
 

る
に
正
レ

人
必
ず
そ
の

る
も
の
単
。
西
民
の
制
約
湿
な
厳

マ
匂

別
条
な

るし
ト

よ、…
りこ
怒 d
7.t :r 
り彦 、

其
の
弊
夕、

円

上

下

の

ザ〈

そ

の

〈
潜
級
)
に
迫

と
い
わ
れ
て
い
る
。
人
民
を
階
毅
的
に

の

に
の
っ
と
っ

。〉

H

統
合
だ
か
ら
で

一
律
に

ょ
う
と
す
る
の
か
?

こ
れ
を
区
分
し

民
を
悉
く
道
に
入
る
る
こ
と
ま
こ
と
の

た
る
べ
し

に
入
れ
、
明
徳
合
間
的
"
に

タ

γ
テ

フ

湾
施
済
シ
衆
は

べ
き
こ
と
な
り

0) 

ん
や
。
こ
の

だ

ん
ベ
明
徳
を
切
に

に
こ
れ
を
病
め
り
。

一128吟

. . 
一

の
子
に
同
朱
・

況
や

況
や
天
下
を

は
守
山
本
儒
新
民
の

及
ぶ
べ
き
こ
と
な
り
と
い
へ
ど
'
b
e
-
-
:
・
一
と
か

こ
の

し
て
い
る
の

不

そ
(l) 

ーしV

応
じ
た
最
災
の

と
い
う
こ
と

が
理
想
な
の

し
て

と
い
へ
ど
も

Tみ
抗

日

L
持
ご

h
a
h

、、

ふ

μ
J
占

c
f
L

る
。
だ

の
も
の
に
求
め

か
ら
、

ー
だ
か
ら
同
時
に
、
や
む
な
え
絞
る
‘

!
i
政
治
の

よ
う
と
い
う
の
は

。〉

適
合
的
で
な

、
、
々
〉
、

iv
カ
ド
“

的
人
性
に

…
ー
措
級
的
一
色
分
」
よ

れ
る
べ
き
で

そ
し
て
現
実

か
え
っ
て
漂
想

あ
っ
て

の
方
法
は

か
く
し
て
は
じ
め
て
理
組
に

り
う
る
、

そ
こ
で
一

〆、、

i主

る
が



の
支
配
は

「
階
綾
的
区
分
い
↓

と
L 、

と
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

だ
か
ら
、
宋
儒
の

の

は
そ
の
突
に
ひ
そ
ん
で
い
る
基
本
的
な
方
向
、
政
治
の

で
道
徳
的
の
も
の

る
こ
と
に
お
い
て
は

と

の
は
、

こ
の
階
級
的
区
分
を
前
提
と
し
て
の
必
要
か
ら
で

そ
も
そ
も
八
世
界
wv
↓
入
社

が
十
一
一
労
り
に
お
い
て
は
道
徳
的
構
成
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
の
だ
あ
る
か
ら
、

そ
れ
に
従
っ
て
み

る
の
で
あ
る
。

そ
の
こ
と
を
一
不
す
剖
文
を
あ
げ
る
G

院号

統
し
て
天
下
一
半

8
0

て
又
天
下
平
也
。

い
づ
れ
を
以
て
定
め
ん

朝
廷
に
政
務
正
し
く
大
胆
に
輔
佐
の

ス

ヲ

乱
臣
乱
γ

投
こ
と
や
ま
ざ
る
を
以
て
、

ヲ

ヲ

に
武
臣
執
ν
政
天
下
の

佼
l=> 

て
天
下
平
な

ト
l
仇

L 、
J¥ 

ど
も

朝
家
イコ
ひへ
十二 i翠
不家
v じつ
まヵ

、ラ

の

こ
れ
を
静
識
し
て
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唯
だ
道
を
行
ひ
乱
含
定
む
る
の

は
去
家
・
武
家
に

宗
と

た
げ
ふ
し
#
棋
を
本
と
し
、

故
に
天
下
の

々

新
也5

ま
る
O 

〕

0) 

H

現
状
の

っ
て
い
る

Q

」
の
よ

の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
か
ら
、

に
対
し
て

そ
の
磯
務
に
約
鎚
し
た
も
の
と
し
て
、

に
参
た

へ
の

止し
そ
去るレ
天
下
ヅ
二三 ;う
ご- ;t'L 
者 る天，、 O

也
C 

に
出
で
た
っ
。
天
子
者
い
や
一
一
天
地
一

と
札
記
に
こ

せ
り
。
こ
こ

北
1

中
人
文
学
部
紀
委



山
鹿
出
議
行
に
お
け
る
思
想
の
構
成
に
つ
い
て

に
帰
ぜ

と
一
大
地
人
物
す
べ
て
に

て
考
ふ
る
に
、

の
徳
正
し
く
し

然
れ
ば
人
君
亦
心
身
合
先
と
し
て

Jむ
な

明
に
し
身
を
勤
め
ば

)
の
文
脈
か
ら
し
て

へ
の
修
行
を
課
投

る
と
い
っ
て
も
、

に
一
身
内
の

と
ど
ま
ら
ぬ
。

そ
の
識
務
の
よ
か
ら
し
て
「
身
こ
れ
を
つ

へ
ど
も
、
こ

さ
ざ
れ
ば

と

る
よ
う
に
、
そ
の

-
修
養
は

の

じ
即
し
て
行
わ
れ
る
。
鰐
ふ
り
、
「
人
君
の

v毛、

は

の
つ
と
め
ハ
政
務
i
:引
用
者
)
を
以
て

の
こ
と
、
古
今
の

遊
宴
の
礼
念
た
だ
し
玉
ふ
を
以
て

云
へ
り
。
外
に

と
一
公
ふ
こ
と
あ
ら
ざ
る
也
。

の
学
問
は
、
関
畷
あ
ら
ん
と
き
古
今
を
考
あ
ら
し
め
玉
ひ
、
聖
人
の
道
合
知
行
ノ
政
道
の

し
王

は
ん
と
の
事
也
。

お
い
て
文
書
を
弄
び
去
は
ん
は
託
物
袋
悲
の

し
にが

し、

る
の
で
あ
る
。

れ
は
専
ら
書
物
に
よ

《

Hv
q
J
 

i
 

る
の
で
は
な
く
、
事
物
に
つ
い
て
格
物
を
す
る
の
が

以
来
の
素
行
の

の
資
徹
に
一
は
か
な
ら

は
っ
き
り
い

ふ
1
h

羽
川
こ

;
i
t
 

の
選
議
的
完
成
疫
を
達
成
す
る
必
要
は
な
い
の
で
、
結
果
だ
け
が

が
治
め

た
の
と
悶
じ
で
あ
れ
ば
よ
い
の
で

は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
?

時
代
に
よ
っ
て
議
援
あ
る
こ
と

の
教
也
c

放
に
古
の

の
政
率
な
帥
と
し
て
、
今
B
の

へ
て
礼
楽
刑

設
な
な
す
が
一
聖
人
の

公
ふ
。
只
だ
古
来
の
た
め
し
を
必
と
し
、

持
法
を
~
闘
争
と
す
る

共
に
聖
人
の

〈
議
居
童
問
笈
〉

あ
く
ま
で
も
聖
人
を
モ
デ
ル
と
し
て
、
古
代
の

〈
礼
楽
刑
政
)

の
状
況
に
応
じ
て

-
修
正
す
る
こ
と
、

の
な
す
べ

い
で
あ
る
こ
と
が
右
か

る。



そ
れ
が
「
礼
」
を
行
う
こ
と
で
あ
り
、
「
制
度
」
を
た
て
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
「
古
の
礼
、
中
古
に
至
っ
て
変
ず
。
中
古
の
礼
、

ゼ

ヨ

リ

今
に
至
っ
て
変
ず
。
然
れ
ば
、
其
の
時
代
に
し
た
が
っ
て
礼
を
不
ν
用
時
は
、
礼
不
ν
応
し
て
必
ず
災
害
来
る
ベ
し
。
礼
楽
征
伐
は
自
ニ
天

子
日
山
山
づ
る
時
あ
り
、
又
諸
侯
・
大
夫
よ
り
出
す
こ
と
あ
れ
ば
、
是
れ
皆
時
宜
あ
り
c

唯
だ
損
益
す
る
処
と
損
益
せ
ざ
る
処
と
を
考
へ
て
、

(
八
ニ
)

今
日
の
律
令
を
立
つ
る
こ
と
、
明
君
の
要
也
。
L

(

諦
居
童
間
七
)

『
一
誠
居
童
問
』
は
『
治
平
要
録
』

へ
の
路
を
歩
む
も
の
と
考
え
て
よ
い
。
政
治
論
が
『
語
類
』
か
ら
み
る
と
か
な
り
現
実
的
に
な
っ
て

い
る
が
、

そ
の
原
理
に
お
い
て
の
変
化
は
認
め
ら
れ
な
い
。
全
体
の
論
に
お
け
る
「
君
主
し
の
ウ
エ
イ
ト
が
増
大
し
て
い
る
こ
と
は
顕
著

な
ち
が
い
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
『
語
類
』
段
階
以
来
の
素
行
の
政
治
論
の
構
造
か
ら
み
て
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
本
節
の
標

題
が
示
す
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
素
行
の
思
想
の
理
論
的
性
格
は
既
に
『
語
類
』
段
階
に
基
本
的
に
決
定
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
本
節
の
検

討
を
通
し
て
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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2 

原
理
論
の
進
展

|
|
『
原
源
発
機
』
お
よ
び
『
原
源
発
機
諺
解
』
に
つ
い
て
1
1
1

著
述
年
代
は
不
明
で
あ
る
が
『
原
源
発
機
』
は
延
宝
六
年
(
一
六
七
八
)
、
『
原
源
発
機
諺
解
』
は
貞
享
元
年
(
一
六
八
四
)
以
前
に
成

(
八
一
ニ
)

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
c

延
宝
六
年
に
は
素
行
は
五
七
才
で
あ
り
(
同
三
年
に
赦
免
さ
れ
て
い
る
)
、
貞
享
元
年
に
は
六
三
才
で
そ
の
翌
年
に

死
ん
で
い
る
。

」
れ
ら
の
警
は
素
行
が

ロ
O
∞
5
0
-
c
q
を
最
も
理
論
的
に
の
ベ
た
唯
一
つ
の
、
最
も
晩
年
の
警
で
あ
る
が
、

そ
の
内
容
は
『
語
類
』
に

あ
ら
わ
れ
て
い
る
も
の
の
直
線
的
な
発
展
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

北
大
文
学
部
紀
要



山
鹿
素
行
に
お
け
る
思
想
の
構
成
に
つ
い
て

そ
れ
が
こ
こ
で
こ
れ
ら
の
書
を
と
り
あ
げ
る
原
因
で
あ
る
。
さ
き
に
『
訪
問
類
』
に
つ
い
て
検
討
し
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
素
行
は
「
天

地
人
物
L

H

A
陛
界
V
を
整
然
と
し
た
体
系
の
下
に
と
ら
え
て
い
た
c

し
か
し
、
そ
れ
は
随
時
に
彼
が
語
っ
た
言
葉
の
う
ち
か
ら
こ
の
間

題
に
関
し
た
部
分
を
綜
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
知
ら
れ
た
の
で
あ
り
、

ま
と
め
て
こ
れ
を
一
つ
の
理
論
的
著
作
と
し
て
著
わ
し

て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
。

そ
の
内
容
は
以
下
に
紹
介
す
る
が
『
原
源
発
機
』
は
『
語
類
』
に
お
い
て
は
ま
だ

S
M
O
G
r
で
あ
っ
た
彼
の
ロ

S
E
c
-
o
q
が
結
品
し

た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
素
行
に
お
け
る
思
想
の
発
展
で
あ
る
と
と
も
に
、
晩
年
の
思
想
を
支
え
る
力
強
い
柱
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
著

書
|
|
『
原
源
発
機
』
と
そ
の
註
解
と
し
て
の
『
諺
解
』

1
ー
の
性
格
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

実
際
的
な
立
場
か
ら
か
か
れ
た
他
の
著
作

ー
ー
た
と
え
ば
『
治
平
要
録
』
ー
ー
の
よ
っ
て
た
つ
基
本
的
な
立
場
を
も
は
っ
き
り
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。

『
原
源
発
機
』
は
上
中
下
の
コ
一
巻
か
ら
成
る
。
上
は
そ
の
総
論
(
『
諺
解
』
で
は
綱
領
と
い
う
)
で
あ
る
。

中
は

A
世
界
V
(口
2
5
2
)
が
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展
開
す
る
理
論
を
一

O
箇
の
象
と
五
箇
の
図
に
よ
っ
て
説
明
し
て
い
る
。

下
、
中
で
は
「
象
数
の
総
図
L

を
中
心
と
し
て
八
象
↓
六
四
象
↓
五
一
二
象
の
展
開
を
説
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

下
で
は
こ
の
本

源
か
ら
道
学
へ
の
展
開
を
辞
に
よ
っ
て
一
不
す
た
め
に
六
回
象
に
対
応
す
る
六
四
の
繋
辞
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
中
と
下
と
は
上
す
な
わ
ち
原
論
の
説
明
で
あ
る
と
い
う
関
係
が
成
立
つ
か
ら
、
小
論
の
目
的
か
ら
す
れ
ば
そ
の
考
察
の
対

象
は
上
に
限
定
し
て
よ
い
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
ず
素
行
は
『
原
源
発
機
』
に
お
い
て
、

八
世
界
V
が
い
か
に
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
か
、

に
つ
い
て
ど
う
考
え
て
い
る
か
?



彼
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
う
。

一
は
一
・
二
を
生
じ
、
二
は
三
・
四
を
生
じ
て
、
五
・
六
・
七
・
八
成
る
。
各
亙
八
を
生
じ
て
六
十
四
変
有
り
、
各
孟
八
を
生
じ
て
五

ば
い
し

百
十
有
蝕
成
る
。
互
に
相
倍
荏
し
、
ヘ
相
什
倍
し
て
変
通
ず
。
能
く
其
の
類
を
推
す
と
き
は
、
則
ち
古
未
だ
曾
て
有
ら
ず
、
今
未
だ
之

つ

ら

(

八

四

}

れ
を
見
ず
と
臨
も
、
後
世
須
ら
く
必
ず
此
の
等
有
ベ
き
が
如
き
は
亦
蔽
ふ
べ
か
ら
ず
。

入
世
界
V
の
構
成
が
基
本
的
に
こ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
修
身
か
ら
平
天
下
ま
で
が
保
理
に
従
っ
て
明
ら
か
と
な
る
こ
と

は
当
然
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
、
素
行
は
右
に
引
続
い
て
「
今
夫
れ
修
斉
治
平
の
要
は
、

本
末
に
因
り
て
其
の
度
を
推
す
に
大
な
る
に
、
此

(
八
五
)

の
八
有
り
、
細
な
る
に
此
の
六
十
四
有
り
、
徴
な
る
に
此
の
五
百
像
区
有
り
。
修
理
燦
然
と
し
て
、
天
機
免
る
べ
か
ら
ず
。
」
と
い
う
の

で
あ
る
。

」
こ
に
素
行
が
い
う
と
こ
ろ
が
事
実
で
あ
る
と
し
て
も
、

こ
の
こ
と
は
ど
の
よ
う
に
し
て
人
が
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
?
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「
形
象
」
は
そ
の
必
要
か
ら
し
て
つ
く
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

晴
山
、
天
機
の
妙
は
鷲
れ
を
世
ら
す
べ
か
ら
ず
、
放
へ
て
駕
れ
を
世
さ
ざ
れ
ば
後
世
伝
ふ
べ
か
ら
ず
。
此
に
於
て
形
象
成
る
。

素
行
は
こ
の
本
文
を
解
し
て
「
:
:
・
聖
人
黙
し
て
識
り
言
は
ざ
る
と
き
は
、

則
ち
此
の
道
唯
だ
天
地
に
在
り
て
、
後
世
終
に
之
れ
を
知

る
べ
か
ら
ず
。
後
世
之
れ
を
知
る
べ
か
ら
ざ
る
と
き
は
、
則
ち
天
地
の
妙
人
物
と
相
間
隔
し
、
此
の
道
伝
授
す
べ
か
ら
ず
。
聖
人
此
に
於

VAF 

て
象
を
設
け
形
を
図
し
、
暫
く
天
地
の
機
を
寓
す
。
後
世
の
聖
人
之
れ
を
得
之
れ
を
索
め
、
初
め
て
此
の
道
を
知
る
べ
か
ら
ん
と
欲
す
る

(
八
六
)

な
り
。
」
(
諺
解
上
)
と
い
い
、
具
体
的
な
解
説
を
行
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
つ
ピ
け
て
素
行
は
い
う
。

形
象
の
画
は
自
然
の
道
な
り
。
然
ら
ざ
れ
ば
乃
ち
道
建
つ
べ
か
ら
ず
。

く

わ

た

ん

げ

い

か

う

外
国
の
聖
人
卦
を
撃
し
、
象
を
図
し
其
の
端
似
を
著
は
す
。
所
謂
伏
義
の
画
な
り
、
文
玉
の
卦
な
り
、
周
公
の
ダ
な
り
、
孔
子
の
繋

北
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山
鹿
素
行
に
お
け
る
思
想
の
構
成
に
つ
い
て(

八
五
)

辞
な
り
。
八
卦
相
因
り
て
寓
変
尽
く
。

か
さ
な

凡
そ
周
易
の
書
は
、
其
の
霊
八
に
し
て
相
因
り
相
累
り
て
六
十
四
と
為
り
、
其
の
ダ
コ
一
百
八
十
四
な
り
。
此
れ
よ
り
相
推
し
て
之

(
八
七
)

れ
を
論
ず
れ
ば
則
ち
寓
物
の
変
以
て
之
れ
を
尽
す
べ
き
な
り
。

み

善
く
之
れ
に
通
ず
る
と
き
は
、
則
ち
天
下
国
家
を
治
む
る
こ
と
其
の
掌
を
一
市
る
が
如
し
c

故
に
夫
子
の
聖
も
亦
数
年
を
椴
る
の
嘆
あ

(
八
五
)o

 

h
け
ノ

往
古
の
聖
人
、
此
の
養
象
に
於
て
天
下
国
家
の
変
を
尽
す
。
故
に
此
の
書
は
聖
人
相
続
い
で
其
の
象
を
絞
る
。
故
に
善
く
此
の
実

(
八
七
)

に
通
ず
る
と
き
は
、
則
ち
聖
人
の
道
悉
く
尽
く
。
此
に
於
て
天
下
国
家
の
治
平
其
の
尤
も
容
易
な
る
に
足
れ
り
。

こ
れ
が
『
原
源
発
機
』
の
核
心
で
あ
り
、
即
ち
素
行
の
思
想
を
極
端
に
ま
で
煮
つ
め
た
、
そ
の
主
要
な
骨
髄
で
あ
る
。

し
か
し
、
素
行
は
な
ぜ
か
か
る
『
原
源
発
機
』
な
ど
と
い
う
も
の
を
書
き
残
し
た
の
か
?

そ
れ
は
も
っ
と
先
き
ま
で
読
ん
で
み
な
け
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れ
ば
分
ら
な
い
。

彼
は
こ
れ
が
著
作
さ
れ
た
事
情
を
つ
づ
け
て
か
い
て
い
る
。

「
既
に
後
世
と
な
っ
て
は
聖
人
で
な
け
れ
ば
そ
の
事
情
は
分
ら
な
い
の
で
、
人
は
文
字
の
上
だ
け
で
そ
の
意
味
を
解
し
て
い
る
。
文
字

に
あ
ら
わ
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
全
て
が
分
る
の
な
ら
人
々
は
そ
れ
を
了
解
し
う
る
の
だ
が
、
実
は
聖
人
の
心
は
文
字
の
外
に
あ
る
の
で
あ

る
。
『
易
』
は
本
当
は
修
身
か
ら
治
国
平
天
下
に
至
る
全
体
の
道
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
な
の
に
、
文
字
の
表
現
に
だ
け

関
わ
っ
て
い
る
陛
の
学
者
は
そ
の
真
実
を
知
る
こ
と
が
で
き
ず
、

世
々
『
易
』
を
占
卜
の
書
と
し
て
い
る
。

『
易
』
は
後
世
で
も
重
ん
じ

ら
れ
て
は
い
る
け
れ
ど
も
、
皆
ト
筆
の
書
と
思
っ
て
い
る
か
ら
、

そ
れ
に
よ
っ
て
修
身
斉
家
治
国
平
天
下
の
道
に
通
じ
政
道
の
変
正
を
知

る
者
が
な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
い
う
よ
う
な
学
者
た
ち
は
私
の
霊
象
の
説
が
『
易
』
に
似
て
い
る
と
い
う
の
で
『
周
易
』
の
真
似
を
し



た
の
だ
と
い
っ
て
い
る
。
だ
が
、
私
は
聖
学
の
実
に
よ
っ
て
そ
の
源
を
原
ね
そ
の
機
を
発
し
て
は
じ
め
て
聖
人
の
『
易
』
が
こ
こ
に
あ
る

こ
と
を
知
っ
た
の
で
あ
る
。
も
と
も
と
は
私
は
『
周
易
』
の
真
実
の
意
味
が
分
ら
な
か
っ
た
。
も
し
そ
れ
が
よ
く
分
っ
て
い
た
と
し
た
ら

自
分
で
余
計
な
説
な
ど
は
た
て
な
か
っ
た
ろ
う
。
た
だ
私
は
少
し
ば
か
り
「
天
機
」
を
世
に
知
ら
せ
よ
う
と
し
、
そ
う
し
て
大
い
に
聖
人

の
意
を
こ
の
世
に
遺
そ
う
と
希
望
し
た
の
だ
。
だ
か
ら
こ
の
蓑
象
を
作
り
辞
を
書
い
た
の
だ
が
、
か
く
し
て
は
じ
め
て
自
分
の
し
た
こ
と

が
実
は
『
周
易
』
に
お
い
て
天
機
が
世
込
り
さ
れ
て
い
る
と
同
じ
こ
と
で
あ
る
と
分
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
わ
け
で
私
の
あ
ら
わ
し
た

で象
あ数
る穴は;
」ろ大

と L、
o Vこ

ロ『

易
Lヱコ

と
t主
異
ペコ

て
L 、
る
がi

そ
の
結
果
と
し
て
は
聖
人
の
『
易
』
と
同
じ
な
の
だ
か
ら
、
そ
の
用
は
一
致
し
て
い
る
の

素
行
が
自
ら
の
行
為
を
聖
人
に
準
じ
て
考
え
て
い
た
こ
と
が
こ
こ
か
ら
知
ら
れ
る
o

そ
こ
に
は
素
行
の
抱
負
が
示
さ
れ
る
と
と
も
に
、

そ
の
こ
と
か
ら
「
聖
人
」
が
歴
史
的
・
一
回
的
な
存
在
で
は
な
く
一
般
的
存
在
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。

つ
ぎ
の
問
題
は
『
原
源
発
機
』
と
『
語
類
』
と
の
関
連
性
で
あ
る
。
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の
資(1)
料
で
あ
る

ヨ
同
将
棋
』
か
ら
、

『
原
源
発
機
』
で
展
開
さ
れ
る
口
O
回目。
-o唱
へ
そ
の
ま
ま
真
直
ぐ
に
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
の
は
つ
ぎ

八
卦
の
生
ず
る
や
、
其
の
次
序
を
以
て
す
れ
ば
雨
儀
四
象
を
生
じ

四
象
八
卦
を
生
じ
て
乾
・
党
・
離
・
震
・
巽
・
放
・
長
・
坤
と

成
る
な
り
。
其
の
象
は
天
沢
火
雷
風
水
山
地
に
し
て
、

八
卦
は
八
卦
を
得
、
六
変
し
て
六
十
四
卦
と
成
る
。
其
の
間
天
地
寓
物
の

卓
円
、

尽
し
窮
め
ず
と
い
ふ
こ
と
な
し
。

只
だ
天
地
水
火
山
沢
雷
風
を
以
て
、

或
は
純
に
或
は
雑
に

或
は
下
に
居
り
或
は
上
に
在

り
、
以
て
変
易
交
易
の
象
を
著
は
す
。
先
王
君
子
を
修
め
家
を
斉
へ
、
国
を
治
め
天
下
を
平
に
す
る
の
用
這
一
裏
一
に
出
で
ず
。
故
に
夫

子
の
象
に
於
け
る
や
、
毎
卦
先
王
君
子
后
上
大
人
に
充
て
、

説
卦
に
於
け
る
や
事
物
に
充
つ
。
先
王
君
子
の
身
家
国
天
下
に
於
け
る

北
大
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山
鹿
素
行
に
お
け
る
思
想
の
構
成
に
つ
い
て

や

一
事
と
難
も
詳
に
其
の
象
を
窮
め
其
の
理
を
尽
し
、
而
る
後
に
施
し
用
ひ
て
寓
世
の
法
と
為
す
、

(
八
九
)

以
て
之
れ
を
鑑
る
ベ
し
c

(

語

類
三
四
)

こ
れ
を
み
れ
ば
既
に
『
語
類
』
段
階
か
ら
、
『
原
源
発
機
』
で
あ
き
ら
か
に
な
る
の
O
印

B
C
E
m可
が
ほ
ぼ
か
た
ち
を
と
と
の
え
て
い
た
こ

と
が
分
る
で
あ
ろ
う
。
素
行
学
は
「
語
類
』
段
階
で
事
実
上
、
形
成
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
あ
る
ο

ワ臼

『
語
類
』
と
の
内
容
の
関
係
で

上
天
下
地
、
物
其
の
中
に
在
り
。
天
動
き
て
息
む
こ
と
無
し
、
故
に
長
久
な
り
。
地
留
ま
り
て
息
む
こ
と
無
し
、
故
に
厚
重
な
り
。

(九
O)

人
物
互
に
根
ざ
す
、
故
に
究
り
無
し
。

人
間
的
世
界
す
な
わ
ち

A
社
会
V
の
論
の
た
め
の
前
提
が
こ
れ
で
あ
る
。
そ
し
て
つ
ぎ
に
人
間
が
登
場
す
る
ο

(九

O)

人
は
道
に
由
り
て
行
ふ
。
道
は
礼
に
国
り
て
立
つ
。
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こ
の
『
発
機
』
の
二
句
は
人
間
の
実
践
の
根
幹
を
一
一
一
一
口
で
あ
ら
わ
し
て
い
る
。

(九

O)

ま
た
「
聖
人
」
に
つ
い
て
は
、
「
動
く
べ
く
し
て
動
き
、
静
か
な
る
べ
く
し
て
静
か
な
る
者
は
聖
人
な
り
。
」
『
諺
解
』
に
「
是
れ
天
地
に

(九一一)

則
り
陰
陽
を
包
め
ば
な
り
に
天
地
の
法
則
に
合
致
す
る
か
ら
だ
、
と
い
わ
れ
、

(九

O)

故
に
能
く
寓
物
を
成
す
に
至
れ
り
。

つ
づ
い
て

首
問
物
を
成
す
と
は
、
聖
人
天
下
を
治
む
れ
ば
則
ち
寓
物
各
k

其
の
性
を
尽
し
、

み

つ

(

九

三

.. 
・
・
・
・
是
れ
聖
人
の
天
地
に
参
な
る
所
以
な
り
。

一
物
一
事
の
用
皆
其
の
則
に
中
る
、
是
れ
な
り
。

と
「
聖
人
」
と
「
天
地
し
と
の
一
体
性
が
強
調
さ
れ
る
。
そ
れ
故
「
道
は
古
今
に
通
じ
て
廃
せ
ざ
る
な
り
。
:
:
:
人
物
道
に
由
ら
ず
ん
ば

(九

O)

長
久
な
ら
ざ
れ
ば
な
り
。
道
は
言
を
以
て
之
れ
を
尽
す
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
:
:
:
天
地
に
充
つ
れ
ば
な
り
c
」
と
「
道
」
の
時
・
空
的
普
遍



妥
当
性
が
主
張
さ
れ
る
時
、

「
道
は
其
の
形
な
し
、

聖
人
初
め
て
礼
を
立
て
、

(九一一}

道
皆
之
れ
に
寓
す
」

と
カミ

(
九
三
)

「
道
は
聖
人
の
立
つ
る
所
な
り
」

な
ど
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
「
天
地
」
と
「
聖
人
」
と
「
道
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
素
行
の
意
見
は
「
道
敢
へ
て
言
は
ず
ん
ば
あ
ら
ざ
る
な
り
。
何
を
以

て
か
放
へ
て
言
は
ず
ん
ば
あ
ら
ざ
る
。
一
三
一
口
は
ざ
れ
ば
通
ぜ
ざ
る
な
り
。
一
ず
一
口
は
ず
し
て
行
ふ
者
は
天
地
な
り
。
一
一
一
口
ひ
て
通
ず
る
者
は
聖
人
な

川
一
ー
で
あ
る
。
「
聖
人
」
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
元
来
無
形
の
道
が
可
見
的
に
実
現
さ
れ
る
と
い
う
主
張
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
意
見
・
主
張
は
す
べ
て
が
『
語
類
』
段
階
に
お
い
て
既
に
あ
っ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。
『
語
類
』

に
く
ら
べ
て
の
相
異
点
は
「
聖
人
」
が
「
天
地
」
と
一
体
で
あ
る
面
だ
け
が
前
面
に
出
て
ゾ
人
間
と
隔
離
さ
れ
て
い
る
と
の
印
象
を
与
え

る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
『
語
類
』
で
の
主
張
を
そ
の
ま
ま
理
論
的
に
抽
象
化
し
た
と
し
て
も
『
発
機
』
の
よ
う
な
表
現
に
な
る
と
も
考

え
ら
れ
る
上
、
素
行
が
「
発
機
』
を
著
わ
し
た
自
ら
の
行
為
を
聖
人
の
そ
れ
に
擬
し
て
い
た
と
こ
ろ
か
ら
、

」
の
こ
と
は
緩
和
さ
れ
て
い

一137-

る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

以
上
で
、
『
語
類
』
段
階
に
お
け
る
素
行
学
の
構
成
が
後
期
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
変
化
す
る
か
?
と
い
う
問
題
を
限
定
し
た
上
で
の
、

「
後
期
に
お
け
る
素
行
学
の
検
討
」
を
終
る
。

後
期
に
お
い
て
は
、
素
行
学
を
構
成
す
る
「
部
分
」
に
お
け
る
拡
充
、
所
説
の
理
論
化
の
諸
現
象
は
著
し
い
が
そ
の
思
想
の
骨
組
と
し

て
の
理
論
に
は
基
本
的
に
変
化
が
み
ら
れ
な
い
こ
と
が
知
ら
れ
た
。

〔
註
〕

(

一

)
Y
S
Z
凶
・
六
五
五

l
六

合
一
)
回
想
的
政
治
の
反
対
語
と
し
て
の
、
例
え
ば
「
俗
治
」
が
た
だ
治
ま

っ
て
さ
え
い
れ
ば
よ
い
と
い
う
観
念
で
あ
る
、
即
ち
「
俗
治
は
唯
だ
治
を

以
て
宗
と
為
す
。
故
に
礼
義
立
た
ず
、
道
徳
存
せ
ず
、
読
過
し
て
獲
を
貧

り
、
之
れ
が
為
に
範
と
す
る
を
知
ら
ず
、
走
れ
成
功
を
以
て
詔
子
と
為
す

北
大
文
学
部
紀
要



山
鹿
素
行
に
お
け
る
思
想
の
構
成
に
つ
い
て

も
の
に
し
て
其
の
論
卑
し
o
」
(
治
平
要
録
四
、

Y
S
Z
凶
・
六
五
六
)
と

あ
る
こ
と
か
ら
、
さ
ら
に
ま
た
「
夫
れ
大
綱
は
大
経
也
。
大
政
は
大
事

也
。
議
民
の
知
る
所
に
非
ず
、
庶
民
の
悦
ぶ
所
に
非
ず
。
其
の
政
迂
遠
の

如
く
、
利
な
ら
ざ
る
が
如
き
も
、
久
し
く
行
は
れ
遠
く
及
び
て
、
人
物
北
ハ

の
範
を
納
る
る
を
知
ら
ざ
る
也
。
今
夫
れ
庶
民
は
財
散
じ
物
施
し
、
飲
食

侠
楽
に
非
ざ
れ
ば
称
誉
せ
ず
、
善
治
と
言
わ
ず
。
故
に
人
の
誉
れ
を
好
み

民
の
膝
び
を
求
め
ば
、
則
ち
政
体
廃
る
。
所
謂
君
子
は
道
徳
に
依
り
て
世

人
に
阿
ら
ず
。
」
(
治
平
要
録
四
、

y
s
z
u
・
六
五
七
)
な
ど
か
ら
、
索

行
に
お
け
る
政
治
の
理
想
的
姿
勢
が
示
さ
れ
る
。

(
一
二

)

E
章
2
節
参
照

(四

)
Y
S
Z
凶
・
六
五
八

(
五
)
以
上
、
治
平
要
録
四
、

Y
S
Z
H
・
六
九
六

l
七
、
但
し
、
こ
の

「
礼
」
に
つ
い
て
の
素
行
の
考
え
は
『
語
類
』
段
階
と
同
じ
で
ら
る
。

一
、
二
例
を
一
不
す
。

「
礼
は
事
を
制
す
る
所
以
な
り
、
節
に
中
る
所
以
な
り
。
易
に
日
は
く
、

『
天
尊
く
地
卑
し
く
し
て
乾
坤
定
ま
る
。
卑
高
以
て
町
一
な
り
て
貴
賎
位

す
』
と
。
是
れ
礼
の
自
然
天
地
の
能
く
長
久
な
る
所
以
な
り
。
:
:
:
礼
は

型
人
其
の
節
に
中
る
を
制
し
、
以
て
其
の
儀
則
を
定
む
る
な
り
。
」
(
諮
獄

三
七
、

Y
S
Zヲ
・
四
九
二
)

「
礼
は
民
の
由
っ
て
生
ず
る
所
な
り
、
中
を
制
す
る
所
以
な
り
、
事
に

則
く
の
治
な
り
。
礼
を
知
り
て
礼
を
行
ふ
者
は
聖
人
な
り
。
」
(
聖
教
要
録

中、

Y
S
Z
日
・
二

O
)

(六

)
Y
S
Z
U
・
六
九
九

l
七

0
0

〈七

)
Y
S
Z
U
・
七

0
0

(八

)
Y
s
z
u
・
七

O
三

(九

)
Y
S
Z
U
・
六
七
九

(一

O
)
Y
S
Z
U
・
六
五
九
、
政
治
の
あ
り
か
た
は
時
宣
(
状
況
)
に
槌

汽
ノ
と

L
え
ノ
。

ユ

シ

ヲ

ユ

ス

ル

ヲ

政
治
の
方
法
に
お
い
て
「
或
は
先
ν
文
、
或
は
先
ν
武
は
共
に
時
代
に

ル

ス

ル

随
ふ
事
な
り
。
是
れ
三
代
の
所
ν
困
所
二
損
益
一
な
り
。
俗
儒
の
説
を
用
ひ

グ

ス

ル

ル

ゼ

ば
、
無
レ
所
二
損
孫
一
、
専
ら
古
の
道
を
守
り
て
時
変
に
不
レ
通
也
。
・
:

ス

ν
ヲ

き
れ
ば
聖
人
は
、
王
国
朝
両
つ
な
が
ら
用
ひ
て
時
宜
に
従
っ
て
損
二
益
之
一
。
」

(
治
平
要
録
一
、

Y
S
Z
凶
・
五
八
九
)

時
間
的
空
間
的
に
異
っ
た

A
部
分

V
も
す
べ
て
「
天
地
」
の
入
部
分

V

で
あ
る
か
ら
、
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
に
法
則
(
『
諮
類
』
段
階
の
一
言
葉
で
い
え

ば
「
理
」
)
が
あ
る
と
の
論
理
に
よ
る
。

(
一
一

)
Y
S
Z
凶
・
七

O
二

(
二
一
)
素
行
に
よ
れ
ば
政
治
の
あ
り
か
た
に
は
神
治
、
上
治
、
中
治
、
下

治
、
亡
治
な
ど
が
あ
る
。
そ
の
最
高
形
態
は
神
治
で
あ
る
が
、
「
神
治
な

オ

る
者
は
、
太
古
の
治
に
し
て
、
上
に
至
誠
至
徳
あ
り
、
下
自
ら
之
れ
に
化

す
。
上
に
治
平
の
設
な
く
、
下
に
貴
化
の
設
」
は
な
い
。
「
神
治
は
政
令

治
道
の
施
す
べ
き
な
く
、
上
下
唯
だ
至
誠
至
純
に
し
て
寡
欲
也
。
」
即
ち
、

神
治
に
お
い
て
は
制
度
は
不
要
で
あ
る
、
「
誠
」
は
い
わ
ば
見
え
ざ
る
制

度
と
し
て
機
能
す
る
か
ら
、
制
度
な
く
し
て
制
度
あ
る
と
同
じ
効
果
が
あ

-138-



る
の
で
あ
る
。

上
治
は
「
聖
賢
の
治
」
で
あ
り
、
「
徳
を
積
み
賢
を
用
ひ
、
予
め
備
へ

礼
定
ま
る
」
も
の
と
さ
れ
る
。
そ
こ
で
の
「
備
は
至
誠
を
以
て
人
情
を
考

へ
、
事
変
を
知
り
、
事
に
先
ん
じ
て
早
く
其
の
制
を
設
け
、
其
の
式
を
表

は
し
、
天
下
の
人
物
を
し
て
其
の
格
式
に
由
り
変
易
せ
ざ
ら
し
む
る
也
。

放
に
人
々
自
ら
定
ま
り
、
分
に
安
ん
じ
、
民
殆
ど
災
害
を
免
る
」
と
さ
れ

ツ
也
。

中
治
は
「
十
日
今
守
文
の
治
L
、
「
善
を
好
み
、
越
を
逐
ひ
、
例
に
任
す
」

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

も
の
で
あ
る
。
そ
の
中
で
「
跡
を
遂
ふ
と
は
、
事
米
り
て
後
に
法
を
立
て

物
敗
れ
て
後
に
制
を
設
く
、
・
:
・
・
」
と
い
わ
れ
る
。

下
治
は
「
身
を
利
と
し
、
行
を
意
の
ま
ま
に
し
、
情
に
任
す
」
の
治
で

あ
る
。
そ
こ
で
は
「
行
を
意
の
ま
ま
に
す
と
は
、
思
は
ず
し
て
行
ひ
、
収

だ
意
の
発
す
る
所
に
従
ひ
、
篤
敬
の
突
な
し
。
放
に
政
出
で
て
忽
ち
悔

い
、
事
行
ひ
て
叉
改
め
、
更
に
久
遠
の
法
を
思
は
ざ
る
な
り
よ
と
い
わ
れ

る
。
制
度
は
つ
い
に
存
し
な
い
の
で
あ
る
。

以
上
か
ら
、
素
行
の
政
治
論
に
お
け
る
制
度
の
意
義
は
と
ら
れ
る
で
あ

ろ
う
。
(
右
の
引
用
は
『
治
平
安
録
』
四
、

Y
S
Z
M
・
六
七

O

i
三
)

(
二
二

)
Y
s
z
u
・
七

O
四

(
一
一
間
)
こ
の
諭
浬
は
『
語
類
』
段
階
の
そ
れ
と
同
じ
で
あ
る
。

(
一
五
)
こ
の
こ
と
は
引
続
き

ωで
論
及
さ
れ
る
が
、
次
節

(
E
2
)
で
は

原
理
的
に
一
致
づ
け
ら
れ
る
管
で
あ
る
。

(
一
六

)
Y
S
Z
凶
・
五
六
七

北
大
文
学
部
紀
要

(
一
七

)
Y
S
Z
U
・
六
七
四
五

(
一
八
〉
素
行
の
文
脈
で
は
「
天
下
国
家
」
が
個
人
的
モ
ラ
ル
に
優
先
す
る

(
業
績
主
義
)
。
こ
れ
は
君
主
の
あ
り
か
た
に
関
連
す
る
と
と
も
に
、
君
主

を
最
高
の
も
の
と
見
倣
す
考
え
(
政
治
的
価
値
を
優
先
さ
せ
る
)
に
連

ヲ

9
0こ

の
こ
と
は
つ
ぎ
に
示
す
資
料
か
ら
い
い
う
る
。
但
し
、
こ
れ
は
『
語

類
』
の
文
章
で
あ
る
が
、
司
抽
出
平
要
録
』
に
お
け
る
文
脈
と
の
張
合
を
み

と
め
て
説
明
の
た
め
に
使
用
す
る
も
の
で
あ
る
。

「
聖
人
の
道
は
専
ら
天
下
国
家
を
以
て
大
任
と
為
す
。
道
を
行
ふ
の
木

は
身
を
修
む
る
に
在
り
。
其
の
軽
震
を
謂
ふ
と
き
は
天
下
国
家
に
在
り
。

是
れ
身
を
殺
し
て
仁
を
成
す
な
り
。
:
:
:
其
の
功
業
大
な
ら
ず
、
民
に
被

ら
し
む
る
の
賜
遠
か
ら
ざ
れ
ば
、
事
と
す
る
所
の
者
正
し
う
し
て
一
人
の

義
是
れ
全
き
も
、
亦
小
信
な
り
小
義
な
り
。
」
(
語
類
三
五
、

Y
S
Z
9
・

二
八
六
)

(
一
九
)
Y
S
Z
凶
・
五
六
七

(二

O
)
Y
S
Z
凶
・
五
六
八

合
二
)
こ
の
こ
と
は
既
述
か
ら
し
て
一
般
的
に
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う

が
、
と
く
に
こ
の
部
分
の
浬
解
に
資
す
る
た
め
に
『
語
類
』
一
二
一
一
一
か
ら
つ

ぎ
の
文
章
を
引
用
し
て
お
く
。

「
或
ひ
と
問
ふ
、
君
子
は
忠
ふ
こ
と
其
の
位
を
山
山
で
ざ
る
に
、
学
習
は

治
国
平
天
下
の
事
を
以
て
す
る
、
走
れ
無
用
の
続
不
急
の
事
な
り
と
。
師

日
は
く
、
走
れ
何
と
謂
ふ
こ
と
ぞ
や
、
是
れ
何
と
調
ふ
こ
と
ぞ
や
。
聖
人
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山
鹿
素
行
に
お
け
る
思
想
の
構
成
に
つ
い
て

の
道
は
炭
く
衆
を
済
ふ
に
在
り
。
故
に
明
徳
を
天
下
に
明
か
に
す
る
は
大

学
の
傾
思
な
り
。
其
の
本
を
論
ず
る
と
き
は
修
身
に
始
ま
り
て
、
其
の
要

は
皆
人
物
其
の
一
例
を
得
る
に
在
り
。
国
を
治
め
天
下
を
平
か
に
す
る
の
道

も
一
家
を
出
で
ず
。
能
く
家
を
斉
ふ
る
と
き
は
治
平
の
功
成
る
べ
し
。
一

家
の
斉
ほ
る
は
修
身
に
在
り
。
身
を
修
む
れ
ば
是
れ
全
く
乃
ち
家
斉
ふ
。

是
れ
格
物
致
知
の
桜
な
り
。
・
:
・
学
習
し
て
以
て
治
国
平
天
下
の
川
に
至

る
は
大
学
の
極
致
、
聖
人
の
教
な
り
。
只
だ
一
人
を
利
し
て
身
を
安
ん
ぜ

ん
と
欲
す
る
氏
は
、
異
端
の
教
に
し
て
其
の
身
を
利
す
る
の
術
な
り
。
」

Y
S
Z
9
・
六

O

l

一

(一二一

)
Y
S
Z
U
・
五
八
三

(
二
三

)
Y
S
Z
U
・
五
八
五

(
二
四

)
Y
S
Z
9
・
一
五
八

ハ
二
五

)
Y
S
Z
9
・
一
一
二
六
|
七

(
二
六

)
Y
S
Z
5
・四一一一一一

(
二
七

)
Y
s
z
u
・
六
三
七

(
二
八

)
Y
S
Z
凶
・
五
九
七

(
二
九

)
Y
S
Z
U
・
六
七
五

(三

O
)

治
羽
l

要
録
=
一
、

Y
S
Z
凶
・
六
五

0

3
二

)
Y
s
z
u
・
七
一
一

(一三一

)
Y
S
Z
凶
・
七
一
一
一
一

(
三
三
〉

Y
S
Z
凶
・
七
一
六

l
八

(
一
二
四
)
こ
こ
で
の
衆
・
民
は
知
識
な
く
情
欲
の
み
の
説
と
『
話
相
削
』
段
附

で
の
民
心
日
天
心
の
主
張
と
が
一
見
喰
違
う
の
で
、
そ
れ
に
つ
い
て
ふ
れ

て
お
く
。
『
諮
類
』
で
の
民
心
と
は
天
下
の
心
即
ち
「
誠
」
を
意
味
し
、

か
っ
「
所
謂
誠
は
、
天
下
古
今
の
人
情
己
む
こ
と
を
得
ざ
る
の
謂
な
り
。

或
は
之
れ
を
一
人
に
行
ひ
、
或
は
之
れ
を
一
ー
家
に
施
し
て
、
引
い
て
豆
大

至
公
底
に
用
ふ
べ
か
ら
ざ
れ
ば
、
之
れ
を
誠
と
謂
ふ
べ
か
ら
ず
」
(
語
類

〆

ム

レ

バ

チ

リ

一二七、

Y
S
Z
9
・
四
九
八
)
と
い
わ
れ
る
一
方
、
「
衆
甚
誉
則
有
ニ
大

ラ一

失
-
。
:
・
・
天
下
の
者
多
く
は
愚
者
に
じ
て
道
を
不
ν
知
、
愚
者
の
人
を
ほ

む
る
は
一
つ
も
理
に
あ
た
ら
ぬ
も
の
也
」
(
諮
類
一
一
、

Y
S
Z
5
・
三

九
三
)
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
右
の
二
者
は
両
立
す
る

が
、
こ
れ
か
ら
し
て
『
治
平
要
録
』
か
ら
の
引
用
資
料
と
『
一
語
類
』
に
お

け
る
思
想
と
の
間
に
ギ
ャ
ッ
プ
が
な
い
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

(
三
五

)
Y
S
Z
凶
・
七

O
八

(
三
六

)
Y
S
Z
凶
・
七

O
九

(
三
七

)
Y
S
Z
日
・
六
一
二
五

(
三
八

)
Y
S
Z
H
・
六
九

(
二
一
九
〉

Y
S
Z
9
・
一
六
一

(四

O
)
Y
S
Z
ω
・
一
二
五
七

(
四
一

)
Y
S
Z
ロ
・
一
九
一
一
一

(
四
二

)
Y
s
z
u
・
一
八
九

(
四
二
一
〉

Y
S
Z
ロ
・
一
八
四

(
凶
四
〉

Y
S
Z
U
・
二
六
二

(
四
五
〉

Y
S
Z
ロ
・
一
九

O
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ハ
回
大
〉

(
隠
七
〉

(
問
問
八
〉

〈
州
問
九
)

y
s
z
u
-
一0
0

議
脱
抑
蜜
開
問
一
一
一
、

y
s
zロ
・
一
七
六

y
s
z
u
-
二
五
九

y
s
z
u
・
一
七

i
八

Y
S
Z
ロ
・
一
一
一
六

〈
五
一
〉
諮
問
凶
胤
箇
弔
問
問
問
、

Y
S
2
・
二
五
九

(
五
二

)
y
s
z
u
・
四
八
七

i
八

〈五一一一〉

Y
S
Z
ロ
・
問
問
八
白

ハ
五
四

)
Y
S
Z
ロ
・
問
問
八
四

i
ぷ

〈
五
蕊
〉

Y
Q
d
q
L
ロ
・
凶
八
二

(Taム
ハ
)
論
陣
地
資
一
問
問
中
ハ
、

y
s
zロ
‘
四
一
一
一
八

i
九

(
ぷ
七
)
Y
S
Z
ロ
・
鴎
九
二

ハ
五
八
〉

Y
S
Z
M
μ
・
一
一
九
二

〈
五
九
〉
乙
の
問
問
題
は
『
諮
制
制
』
で
も
徒
出
怒
れ
る
べ
き
問
題
mw
笹
口
で
あ

る
。
し
か
し
、
以
下
に
も
み
る
よ
う
に
こ
の
問
題
に
は
正
門
聞
か
ら
は
繁
行

以
取
組
ん
で
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

ハムハ

O
)
Y
S
Z
5
・
三
二
人

ハ
ム
ハ
一
〉

ysqeb日
*
一
六
九

ハ六日

c
y
s
z
u
-
二
九
人

i
九

ハ
ム
ハ
一
一
一
〉
瀦
活
索
開
五
、

y
s
z
・
2
一
o
…
;
ご

〈
六
回
〉

Y
S
Z
M
M
-
一一一

0
0

ハ六

T
5
y
s
z
u
-
m間
七
一
以

北
大
文
学
部
紀
委

ハムハムハ〉

(
六
七
〉

(
六
八
)

〈
六
九
)

y
q
d
z
ロ
-m七
八

y
s
z
u
‘
四
六
一
…
…

y
s
z
u
-
同開閉

C

Y
S
Z
ロ
・
間
七
七

i
八

Y
8
2
ロ
・
間
同
七
割

ハ
七
一
)
誠
関
口
童
問
中
ハ
、

Y
S
2
M
M
-
m間
一
六

(
七
二

)
Y
S
Z
ロ
・
沼
五
人

ハ七一一一〉

y
s
z
u
・
阪
五
回

〈
七
四
〉

Y
3
2門
u
-
m
間
六
一

(
七
双

)
y
s
z
u
-
一一一人公

(
七
六

)
Y
S
Z
ロ
・
一
二
一
九

〈
七
七
〉

y
s
q
L
U
-
一一二ハ一

3edges
ニ

ハ
七
人
〉

Y
S
2
ロ

e
m
m間
五

〈
七
九
〉

Y
Q
V
Z
ロ
・
一
一
二
ハ
人

〈八

O
)
y
s
z
u
・
問
。
…
丘

ハ
八
一
〉

y
s
z
u
-
一一一

O一一一

ハ
八
二
〉

Y
S
2
ロ
・
凶
六
八

i
九

〈
八
一
…
…
〉
明
制
緩
総
『
山
総
素
行
b

ハ
一
九
五
九
年
〉
二
八
七
頁

ハ
八
問
問
)
議
行
の
鋭
そ
の
も
の
の
説
明
か
ら
い
え
ば
こ
の
解
説
は
欠
く
こ
と

が
で
き
必
い
が
、
小
一
識
の
何
時
的
か
ら
は
楠
怖
に
ず
れ
る
の
で
省
絡
す
る
。
"
で

の
燃
料
紙
に
つ
い
て
は
城
湯
検
問
h

下
ハ
一
九
一
一
一
八
年
〉
一
一

-
二
一
一
一
氏
を
参
照
さ
れ
た
い
。
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山
側
燦
繁
行
に
お
け
る
抑
制
ゆ
想
の
機
成
に
つ
い
て

〈
八
五
〉

y
s
z
u
-
九
八

な
お
、
吋
原
病
開
発
協
か
ら
の
引
用
は
か
〈
体
の
統
一
安
考
機
闘
し
て
吋
一
際
組
側

発
機
諺
鱗
』
上
の
議
下
し
す
〈

(
Y
Q
M
Z
役
所
収
)
合
採
用
す
る
。

(
八
六
〉

Y
S
Z
H円

-
m
凶
ヌ

ハ
八
七
〉
諺
解
上
、

y
s
z
u
-
凶
沼
六

ハ
八
八
〉
議
終
L
L
、

Y
S
7・
M
M
-
m関
西
台

l
九

IV 

素
行
学
形
成
の
契
機

〈
八
九
〉

ハ九

O
〉

(
九
一
)

(
九
二
)

Y
8
2
0
〆
・
七
一
一
一

y
s
z
u
・

九

七

緩
解
上
、

Y
S
Z
M
-
m

縁
側
貯
上
、

y
s
z
u
'
凶

諺
簿
上
、

Y
0
3
2
U
・
間
関

て
思
想
形
成
の
契
機
を
あ
き
ら
か
に
し
た
い

る。

を
批
判
す
る
こ
と
を
通
じ
て
自
己
の
思
想
を
つ
く
り
だ
し
た
が
、

そ
の
批
判
点
合
理
解
e

検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ

142 -

の
基
礎
が
形
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
た
の

はでf
t土

段
踏
で

行
な
う
こ
と
に
す
る
G

繁
行
に
よ
る
朱
子
学
批
判
の
窓
山
内
さ
な
検
討

議
行
は

に
つ
い
て
「
人
の
性
は
久
だ
性
な
り
、

其
の
本
を
推
せ
ば
使
ち

の
命
人
を
し
て
批
の
理
気
の
妙
尽
を
棄
受
せ
し
む
る

こ
れ
は
宋

な
り
。
気
質
の
性
と
謂
ふ
と
き
は
、
須
ら
く
天
命
の
性
合
論
ず
ベ
し
、
故
に
喰
だ
性
と
日
ふ
の

ぺ
性
、
)
を
天
命
の
性
た
辻
本
然
の
性
可
気
殺
到
の
性
の
一

な
論
じ
米
る
も
、
更
に
豊
子
に
功
な
く
紛
…
畿
の
制
伐
を
起
す
に
足
、
れ
に
」
畿
一
種
間

九在日七

に
右
の
検
討
を

(
語
額
四

〉
と
い
う
。

て
考
え
る
の
に
対
し
、
そ
れ
を
券
と
し
て
《
天
命
・
気
質

〕
い
う
の
で
あ
る
。



こ
の
よ
う
に
素
行
は
「
性
」
に
は
そ
う
い
ろ
い
ろ
の
種
類
は
な
い
の
だ
と
い
う
の
だ
が
、

し
た
が

の
「
性
」
を
の
み
認
め
る
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
c

そ
こ
で
素
行
の
「
性
に
自
ひ
て
行
へ
ば
、
皆
善
な
り
」
と
い
う
程
子
の
言
葉
に
つ
い
て

そ
う
い
う
考
え
は
彼
が
現
実
的
存
在
と
し
て

の

是
れ
性
善
の
説
に
泥
む
な
り
。
一
一
迫
箇
の
嬰
児
赤
子
、

一
事
の
外
物
な
く
、
混
然
た
る
全
体
な
り
。
那
箇
是
れ
性
善
の
処
、
那
箇
是
れ

彼
が
行
ふ
所
の
善
な
る
。
只
だ
気
質
長
成
し
て
其
の
性
発
動
す
、
其
の
発
動
未
だ
嘗
て
気
質
に
悶
ら
ず
ん
ば
あ
ら
ず
。
気
質
に
因
る

と
き
は
善
あ
り
要
あ
り
。
何
の
処
を
以
て
「
性
に
自
ひ
て
行
へ
ば
皆
善
な
り
」
と
為
す
や
。
(
語
類
四
一
)

ま
た
こ
れ
に
加
う
る
に
「
気
質
の
性
は
君
子
性
と
せ
ざ
る
者
あ
り
」
と
い
う
張
横
渠
の
言
葉
に
対
す
る
素
行
の
ご
一
一
口
、

と
い
う
評
言
、

ー「

視

聴
言
動
の
用
、
行
住
坐
臥
の
使
、
飲
食
色
の
情
、
皆
欲
是
れ
気
質
に
困
っ
て
起
り
来
れ
り
。
是
れ
を
以
て
性
と
為
ざ
れ
ば
、
性
は
何
を
以

て
之
れ
を
謂
は
ん
や
。
L

(

語
類
四
一
)
を
も
っ
て
す
れ
ば
、
素
行
の
い
う
「
性
L

は
わ
れ
わ
れ
が
今
日
「
性
質
L

と
よ
ん
で
い
る
も
の
に

(
四
}

類
似
し
て
い
る
こ
と
が
分
る
。
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右
に
引
用
し
た
程
子
と
張
子
の
言
葉
か
ら
、

宋
儒
に
よ
れ
ば
「
性
」
と
は
「
善
L

|

|
実
態
的
に
い
え
ば
尋
問
」
へ
の
原
因
と
い
う
べ
き
か

1
1
6
で
あ
り
、
「
気
質
」

(
の
性
〉

は
「
性
」
と
し
て
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
る
。
こ
こ
に
い
う
「
性
」

(
補
註
)

い
わ
ば
理
想
的
な
性
の
あ
り
か
た
を
示
す
も
の
で
あ
る
υ

と
は
ど
こ
に
で
も
現
実
に
存
在
し
て
い
る
性
で
は
あ
り
え
な
い
の
で
、

(
五
)

〔
補
語
〕
朱
子
は
「
人
物
の
性
本
と
同
じ
、
只
だ
気
菓
異
な
る
な
り
。
」
(
朱
子
垣
間
類
四
)
と
い
う
。
人
も
物
も
そ
の
根
幹
で
あ
る
性
H
理
は
同
じ
で
あ
る

が
、
そ
れ
が
現
実
に
あ
ら
わ
れ
る
か
た
ち
は
形
質
に
よ
っ
て
局
限
さ
れ
る
。
そ
こ
で
物
の
場
合
は
現
実
の
性
は
固
定
し
て
変
化
は
な
い
。
人
の
場
合
は
|
|

本
人
の
道
徳
的
努
力
は
気
質
を
清
澄
に
み
ち
び
い
て
「
聖
人
」
に
も
至
り
う
る
の
で
あ
る
が
1
1
|
気
質
に
混
濁
が
あ
る
た
め
、
現
実
の
性
に
お
い
て
は
「
性
」

の
あ
ら
わ
れ
方
は
局
限
さ
れ
て
い
る
。
現
象
と
し
て
は
物
の
場
合
主
同
様
で
あ
る
。
右
の
朱
子
の
意
見
を
解
釈
す
れ
ば
こ
の
よ
う
に
な
る
。

こ
れ
に
対
す
る
素
行
の
意
見
を
『
語
類
』
か
ら
ぬ
き
だ
し
て
み
る
。

北
大
文
学
部
紀
要



山
山
箆
繁
行
に
お
け
る
思
想
の
構
成
に
つ
い
て

「
人
と
物
と
共
に
潮
崎
然
の
妙
合
な
り
、
仙
院
に
此
の
怒
あ
り
此
の
気
あ
り
甘
刊
の
拙
財
閥
民
に
図
れ
ソ
て
其
の
緩
い
災
各
E

異
な
り
。
湿
気
人
と
物
と
問
問
じ
き
と
き

〈六一
v

は
、
人
と
物
と
の
糾
は
も
亦
一
な
り
。
緩
ん
一
%
期
間
じ
か
ら
ず
、
故
に
終
的
り
形
附
貝
異
な
り
。
」
(
強
制
綴
開
問
一
〉

こ
れ
を
糸
子
の
窓
探
知
に
あ
わ
せ
て
考
え
て
み
る
と
、
中
倒
的
り
惨
い
向
山
の
部
分
が
後
私
的
り
「
終
的
り
彩
震
に
よ
ち
て
」
郎
ち
、
制
中
質
が
異
な
る
の
で
・
:
;
に
当
る
。
気

留
民
・
形
精
院
が
混
然
の
殺
を
決
定
す
る
と
い
う
渓
耐
火
犯
握
は
両
者
が
隠
じ
な
の
で
あ
る
。
但
し
怒
想
的
状
綴
へ
の
到
達
方
法
で
は
ル
栄
子
が
後
都
世
的
で
あ
る
こ
と

は
、
そ
の
立
楓
明
か
ら
し
て
当
然
で
あ
ろ
う
。

朱
子
学
で
は

は
現
実
に
内
ム
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

一
般
に
実
現
怒
れ
て
い
な
い
だ
け
だ

て
い
る

Q

ツ回、ω

は
、
朱
子
は

理
と
為
す
、
長
れ
性
蓄
を
ム
ふ
と
し
、

}

o

 

j

:

 

の
所

る^の}♀

で雪
Jニ
解
し
て
L 、
る
G 

き
れ
ば
こ

議
理
は
直
に
天
地
の
磁
を
指
し
来
る
c

米
子
が
つ
性
中
門
い
ハ
だ
仁
義
礼
智
あ
る
の

ハ
朱
子
一
詩
類
思
〉
と
い

「
性
待
、
ぞ
走
れ
等
級
離
の
理
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を
合
議
し
来
ら
ん

訟
は
能
く
虚
鷺
に
し
て
惑
通
知
識
す
、
故

ひ
掛
か
に
弁
じ
来
れ
ば
性
使
ち
感
知
す
。
之
れ
を
見
る
に

に
州
似
た
り
。
議
儒
皆
此
の
習
に
一
品
川
ん
ち

に
透
り
得
ず
、
伐
の
地
誌
を
以

め
て
理
と
為
す
な
り
。
然
し
て

て

是
れ
性

質
の
性
を
足立
ち
て
阿へ
般ざ
と る
為こ
すえ
しー〕

世
間
億
兆
の
人
民
、

は
誌
の

に
人
?
に
格
物
致
知
せ
ず
し
て
、
作
用
金
く
備
は
り
事
物
全
通
す
る
底
、
未
だ
嘗
て
一

ベ
L
C
先
儒
も
亦
此
の
疑
あ
る
に
函
り
、

気

〉
と
い
う
。

v
」

y」

は
宋
儒
が
性
を
小
川
人
命

ハ
本
然
)

の

を
た
て
た
の
は
、
現
実
の

に
は
全
徳
が
具
わ
っ
て
い
な
い
こ
と
が
自
明
で
あ
る
か
ら
だ
と
い
う
の
で
あ
っ

ぜを

現
実
の
性
と
し

て
い
る
こ

る。

の
棋
で
あ
る

る
こ
と
で
は
一
向
者
と
も
脳
内
じ
で
あ
る
か
ら

の
指
向
、
が
ふ
り
が
っ
て
く
る
。
素
行
の

あ
り
出
発
点
で
あ
る
に
対
し
て
、

こ
の
よ
う
に
性
に
つ
い
て
の
考
え
が
呉
っ
て
く
る
と
、
実

(
医
務
}

な
る
。

「泣し

の



〔
補
註
〕
「
理
L

に
つ
い
て

「
朱
子
の
所
謂
理
は
直
に
天
地
の
理
を
指
し
来
る
。
是
れ
一
箇
の
不
善
な
き
底
、
即
ち
性
善
の
謂
な
り
。
然
ら
ば
乃
ち
性
と
理
と
は
別
な
ら
ず
、
尤
も
錯

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

雑
し
来
れ
り
。
聖
教
の
所
謂
理
は
然
ら
ず
。
人
物
止
む
を
得
ざ
る
の
理
あ
り
。
是
れ
乃
ち
理
な
り
。
父
子
の
親
・
君
臣
の
義
・
夫
婦
の
別
、
各
巳
止
む
を

得
ざ
る
の
理
に
し
て
至
公
な
り
至
大
な
り
。
事
物
の
間
格
物
致
知
し
来
れ
ば
、
皆
当
然
の
理
あ
り
。
所
調
物
あ
れ
ば
則
あ
る
な
り
。
父
子
の
親
あ
る
、
君
臣

の
義
あ
る
、
夫
婦
の
別
あ
る
、
山
豆
性
予
め
此
の
数
筒
を
具
へ
ん
や
。
止
む
を
得
ざ
る
の
則
を
以
て
窮
め
得
る
底
、
使
ち
止
む
を
得
ざ
る
の
理
あ
り
。
此
の

、

、

理
感
通
知
識
す
る
底
是
れ
性
な
り
。
何
ぞ
性
と
理
を
以
て
之
れ
を
一
に
せ
ん
や
。
」
(
語
類
四
一
〉

こ
の
文
章
か
ら
朱
子
学
の
理
に
対
す
る
素
行
の
理
の
性
絡
が
知
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
素
行
で
は
「
性
は
即
ち
理
」
と
い
う
関
係
は
な
く
、
理
を
知
識
す
る

の
が
性
で
あ
る
。
理
は
外
在
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
分
る
よ
う
に
、
理
は
や
む
を
え
ざ
る
、
必
然
の
理
で
あ
り
、
最
も
公
共
的
な
る
も
の
で
あ
る
。
(
こ

れ
に
対
し
て
朱
子
学
の
理
は
非
公
共
的
な
も
の
だ
と
素
行
は
思
っ
て
い
る
。
)

か

そ

こ

f〈

素
行
は
「
道
は
是
れ
統
名
、
理
は
且
疋
れ
細
目
、
道
は
便
ち
是
れ
路
、
理
は
是
れ
那
の
文
理
、
道
の
字
句
や
得
て
大
な
り
。
理
は
是
れ
道
の
字
の
一
呉
国
許
多
の

(

}

-

)

 

理
脈
」
(
朱
子
垣
間
類
六
)
と
い
う
朱
子
の
一
言
葉
を
引
用
し
「
是
れ
等
説
き
得
て
尤
も
当
れ
り
。
」
と
こ
れ
に
賛
意
を
表
わ
し
て
い
る
が
、
そ
の
見
解
の
一
致
は

こ
の
よ
う
な
現
象
面
に
と
ど
ま
る
の
で
あ
っ
て
根
本
的
に
は
異
な
る
が
、
理
に
つ
い
て
の
も
っ
と
も
大
き
な
見
解
の
相
異
は
朱
子
が
理
を
「
不
生
不
滅
」
と

(一-一)

す
る
に
対
し
て
、
理
は
天
地
人
物
あ
っ
て
後
に
存
在
し
、
ま
た
そ
の
後
に
お
い
て
は
じ
め
て
意
味
が
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
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既
に
み
た
よ
う
に
、
素
行
に
あ
っ
て
は
、

天
地
の
理
を
究
得
し
て
、

そ
れ
に
従
う
の
が
人
の
道
で
あ
る
。
こ
の
素
行
の
理
論
に
よ
っ
て

ま
た
性
は
理
で
あ
り
、
道
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
「
只
だ
性
を
以
て
道
と
為
さ
ば
、

乃
ち
人
々
士
山
す
所
に
従
ひ
欲
す
る
所
に
任
せ
て
、
事
物
の
理
を
究
め
尽
さ
ず
し
て
各
k

放
湯
し
来
ら
ん
」
(
語
類
三
六
)
と
い
わ
れ
る
に

二
四
)

至
る
。

み
る
と
、
朱
子
学
で
は
性
は
衆
理
を
具
え
る
の
で
あ
り
、

つ
ぎ
の
資
料
も
右
と
同
様
な
趣
旨
で
あ
る
。

「
仁
義
五
常
は
是
れ
人
々
固
有
の
性
に
し
て
、
側
隠
・
蓋
悪
等
の
情
、
這
箇
の
性
裏
よ
り
発
生
し
了
る
」
と
。

愚
案
ず
る
に
、
仁
義
五
常
各
主
情
の
発
し
て
節
に
中
る
底
な
り
。
故
に
仁
義
五
常
の
事
物
に
於
け
る
、
其
の
道
理
を
究
め
尽
し
て
、

先
儒
各
k

日
は
く
、

北
大
文
学
部
紀
要



山
鹿
素
行
に
お
け
る
思
想
の
構
成
に
つ
い
て

而
る
後
に
其
の
道
た
る
こ
と
を
知
る
べ
し
。
其
の
道
理
を
究
め
尽
さ
ず
し
て
、

二
五
)

ら
ず
0

(

語
類
三
七
)

ペ
き

只
だ
内
に
向
ひ
て
寛
尋
せ
ば
、
乃
ち
寛
に
知
る
べ
か

が
、
こ
こ
で
は
本
当
な
ら
ば
性
の
能
力
に
よ
っ
て
道
理
を
究
め
尽
し
て
そ
の
結
果
仁
義
五
常
の
道
た
る
こ
と
を
知
る
、

と
い
う
の
が
順

序
で
あ
る
の
に
、

そ
れ
を
と
ば
し
て
し
ま
っ
て
い
き
な
り
内
面
に
む
か
つ
て
さ
が
し
求
め
よ
う
と
い
う
の
だ
か
ら
、
そ
の
結
論
は
当
て
に

な
ら
な
い
の
だ
と
い
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、

は
っ
き
り
と
素
行
の
立
場
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

め
る
こ
と
を
、

こ
こ
に
朱
子
学
と
素
行
学
の
構
成
の
ち
が
い
と
い
う
も
の
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
即
ち
、
素
行
は
自
ら
の
外
に
む
か
つ
て
「
理
」
を
求

そ
の
学
問
の
す
べ
て
と
す
る
。
「
天
下
古
今
の
善
悪
、
皆
格
物
致
知
の
有
無
精
粗
よ
り
起
り
来
る
に
に
ι

L

(

語
類
三
七
)
と

彼
は
い
う
の
だ
が
、
素
行
は
こ
の
「
格
物
致
知
」
を
到
る
処
で
強
調
す
る
、

そ
の
場
合
こ
の
格
致
は
「
敬
」
に
対
す
る
も
の
と
し
て
し
ば

朱
子
以
為
ら
く
、
程
子
後
学
に
功
あ
る
所
以
の
も
の
は
、
最
も
是
れ
敬
の
一
宇
な
り
と
。
是
れ
よ
り
後
学
相
続
い
て
唱
和
し
、
聖
学

一146-

し
ば
語
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば

の
徒
悉
く
迫
切
急
率
に
陥
れ
り
。
道
に
入
る
は
格
物
致
知
に
在
り
、
実
を
践
む
は
誠
意
正
心
に
在
り

Q

格
致
は
知
な
り
、
誠
正
は
行

二
七
)

な
り
。
知
行
並
び
進
む
と
き
は
身
修
ま
る
。
専
ら
敬
を
以
て
之
れ
を
論
ず
れ
ば
迫
狭
に
し
て
通
ぜ
ず
。
(
語
阿
塑
三
ニ
)

は
「
敬
」
に
対
し
て
「
格
物
」
を
説
く
素
行
今
一
一
一
口
葉
で
あ
る
。

こ
の
「
敬
」

(
持
敬
)
が
、

」
こ
に
い
う
内
に
む
か
つ
て
理
を
求
め
る
方
法
で
あ
る
。

」
れ
は
そ
し
て
朱
子
学
実
践
の
方
法
の
二
大
支

柱
の
一
で
あ
る
。

「
裏
面
敬
を
主
と
し
心
を
存
す
る
底
、
是
れ
致
格
の
功
に
因
ら
ず
ば
乃
ち

な

に

能
く
す
べ
か
ら
ず
。
日
用
致
格
の
功
を
措
い
て
、
唯
だ
敬
を
主
と
し
心
を
存
す
、
其
の
敬
其
の
心
那
箇
を
執
捉
す
る
も
亦
知
る
べ
か
ら
ず

素
行
は
こ
の
「
敬
」
の
攻
撃
に
大
い
に
力
を
い
れ
て
い
る
。



は

か

号

二

人

}

恐
ら
く
は
都
知
義
無
寸
の
秤
尺
そ
以
で
せ
ん
か
。
」
(
語
類
一
一

は
そ
の
一
例
で

素
行
は

の
全
体
を
排
斥
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
つ
ぎ
の
文
章
を
み
ら
れ
た
い
。

的
礼
に
、

「
敬
せ
ず
と
い
ふ
こ
と
録
し
」
と
。
数
し
来
、
れ
ば
乃
ち
札
容
此
れ
成
る
。
凶
た
れ
敬
は
礼
の

然
れ
ど
も
専
ら
数
を

さ
ひ
て
礼
を
N
M
て

ば
、
共
の
倣
必
ず
迫
狭
に
し
て

る
に
在
り
。
:
:
:
札
を
論
ぜ
ず
し
て
唯
だ
敬
を
論
ず
る
、

日…

， 0九

三ミ の
22教
尽な

ら
ん
や

O 

要
た
ら
、
ざ
る
に

而
も
敬
、
な
以
て

の
始
終
を
論
ず
る
は
、
未
だ

る
な

オ工

っ
て
い
る
。
し
か
し
、

こ
れ
を
朱
子
学
批
判
と
す
る
な
ら
ば
、

は
朱
子
学
に
対
す

く
と
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
は
朱
子
で
は

は
天
理
の

で
あ
っ
て
、

「
礼
い
か
ら

が
独
走
す
る
こ
と
は
な
い
か
ら

の
;主

主
と
す
る
こ
と
い
で

「
唯
だ
数
合
問
ひ
て
、
格
物
致

-1生7

で
あ
る
。

」
と
に
濃
ら
れ
る
c

し
か
し
、
素
行
は
こ
の

ら
朱
子
学
の
異
端
的
篠
山
阿
を
指
揺
す
る
よ
う
に
な

始
を
戒
し
終
合
成
す
所
以
の
者
な

〈
大
学
或
問
)
の

ま
た
そ

る
の
で
あ
る
G

そ
れ

に
「
敬
の
一

に
「
敬
」
に
専
一
な
る
こ
と
が
朱
子
学
の
名
に
お
い
て
求
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
素
行
自
身
の
体
験
に
接
し
て
捲

が

、

そ

の

事

実

に

ひ

て

、

専

ら

敬

を

び〉

し
う
る

く
も
の
で
あ
る
。
即
ち
、

日
」
弘
文

pw

J

j

t
モ
w

め
先
濡
の

主
と
し
、
主

は
右
の
朱
予
の

し
ば
ら

を
以
て
勤
と
為
し
、
動
静
語
黙
の
際
砂
川
く
も
恭
敬
を
離
れ
ず
、

に
似
た
り
L

に
存
し
来
り
て
、
以
て
議
醤
の
心
を
収
数
ず
る
こ

と
を
為
す
こ
と
年
患
に
久
し
う
し
て
、

七
)
と
い
う
。

そ

一
の
風
が

て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
敬
の
あ
り
か
た
は
ど
の
よ
う
で
あ
っ
た
か
?

北
大
文
学
務
紀
緩



山
山
鹿
素
行
に

つ
い
て

ま
ず
、

に
引
き
つ
づ
い
て
、

「
然
れ
ど
も
其
の
日
用
事
物
応
援
の

只
だ
謹
浮
沈
黙
践
に
し
て
、
甚
だ
追
築
狭
浅

て

れ
、
寛
な
ら
ず
、

通
ぜ
ず
、

慢
心 f忠
広従
く 容
イ本 の
JJ宇芝
なか

り。

得
ベ
か

に
考
ふ
る

に
、
聖
人
の

に
ム
ヤ
り
、

容
貌
詩
気
、
温
嬢
和
悦
に
し
て
、

に
し
て
闘
し
く
、
威
為

'U 
を
束
縛
す
る
の
病
~衣
あ
りさで
Lーコユ

り
て

ら
ず
、
恭
に

に
非
、
ず

此
れ
を
以
て
疲
れ
に
比
較
す
れ
ば
、
乃
ち
先
欝
の

の

誌
の
心
を
繋
往
し
来
ら
ば
、

心
室
…
妙
を
失
し

っ
て
一
箇
の

ま
すよ

ー「

d心

能
く
霊
妙

ん2 し
」語、て

，---.， 
三五
"口
額
四 際

主
(
の
応
接
治
も
速
な
り
。

今
敬
な
M
M
て

七
)
と
い
い
、

む
と
評
し
て
、

の
つ
敬
」
と
は

心
を
縛
り
つ
け
て
そ
の
自
由
な
働
、
夕
、
全
失
わ
せ
る
も
の
だ

の
で
あ
る
。

そ
し
て
彼
は
朱
予
の

て
い
L

え
J

ば

心
を
練
る
な
以

〈
出
鹿
随
筆
五
)

つ
ま
り
、

J

己
一
心
の
こ

と
に

の
だ
と
し
て
、

れ
を
非
難
す
る
。

148-

は
朱
子
学
の

を
強
く
そ
し

て
そ
の
代
り

叶
格
物
」
を
強
調
し

絡
物
も
ま

で
朱
子

学
実
践
論
の

で
あ
る
か
ら
、
朱
子
学
に
お
け
る
格
務
会
素
仔
が

て
い
た
か
?
が
こ
こ
で

る
Q

法
『
語
類
』

の
な
か
で
つ
格
物
致
知
ん
に
つ
い
て
論
じ

の
格
物
論
を
紹
介
し
批
判
し
て
い
る
が
、

は
結
局

其

の
意
志
を
推
し
索
む
れ
ば
、

う
し
て
貫
通
し
来
る
、
是
れ
格
物
致
知
な
り
い
と
謂
ふ
に

「
我
れ
疑
に

理
を
庶
民
へ
、
物
J
U
・亦

理
あ
り
、
一
万
米
物
我
問

理
、
深
思
港
翠
、
久
し

と
い
う
と

ろ
に
帰
著
す
る

Q

議
行
の
側
部
か
ら
み
る

」
れ
で
は

の
場
合
と
変
ら
な
い
の
で
あ
る
。
即
ち
、

は
朱
子
の
格
物
は

の
理
一

合
一
究
め
る

を
意
味
す
る
と
し
、

そ
の
窮
理
は

一
環
に

て
と

性
5
理
と
い



の
原
理
に
よ
っ
て
結
局
は
一
人
の
心
の
み
を
問
題
と
す
る
に
至
る
と
、

つ
ぎ
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
う
の
で
あ
る
。

程
朱
窮
理
の
説
、
其
の
重
ん
ず
る
と
こ
ろ
理
の
一
字
に
在
り
。
一
言
ふ
こ
こ
ろ
は
、
天
地
の
聞
事
物
の
寓
差
と
睡
も
、
其
の
木
を
索
む

れ
ば
一
理
に
し
て
分
殊
た
り
。
其
の
清
濁
偏
正
浅
深
厚
薄
は
、
気
質
物
欲
に
し
て
、
天
命
の
性
心
知
識
は
是
れ
一
な
り
。
故
に
其
の

っ
か
さ
ど

虚
霊
以
て
天
下
の
理
を
管
る
に
足
れ
り
。
理
は
寓
物
に
散
在
す
と
雄
も
、
而
も
其
の
用
の
微
妙
な
る
は
実
に
一
人
の
心
に
外
な
ら

ず
。
是
れ
理
の
極
ま
る
処
、
未
だ
嘗
て
通
ぜ
ず
ん
ば
非
ざ
る
の
謂
に
し
て
、
其
の
窮
究
底
は
類
を
以
て
之
れ
を
推
し
、
積
習
久
し
う

(
二
七

V

し
て
一
旦
諮
然
た
る
、
是
れ
程
朱
の
格
物
窮
理
の
極
な
り
。
(
訟
類
三
一
二
)

「
性
」
に
つ
い
て
の
説
明
か
ら
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
基
本
的
に
理
論
の
構
成
が
異
な
る
こ
れ
ら
両
者
の
間
で
は
、

こ
の
よ
う
な
一
方
的

な
批
判
し
か
行
な
い
え
な
い
の
で
あ
る

Q

「
性
」
に
つ
い
て
の
そ
れ
を
中
心
に
検
討
し
た
。
そ
こ
か

ら
素
行
の
思
想
と
朱
子
学
と
が
も
っ
て
い
る
原
理
に
関
わ
る
ち
が
い
は
そ
の
思
想
の
構
成
の
相
異
に
由
来
し
、
素
行
型
の
思
想
の
構
成
を

こ
れ
ま
で
に
お
い
て
は
、
素
行
が
朱
子
学
に
対
し
て
も
つ
批
判
点
の
う
ち
、
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も
っ
て
視
座
構
造
と
す
る
限
り
朱
子
学
を
誤
解
せ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
が
分
っ
た
。

以
上
は
い
わ
ば

B-ng
な
検
討
で
あ
る
。

2 

素
行
に
よ
る
朱
子
学
批
判
の

E
宮
さ
な
検
討

ー
に
お
い
て
行
な
っ
た
よ
う
な

B
r
g
な
検
討
は
素
行
が
朱
子
学
に
刻
抗
し
て
、
自
分
の
思
想
を
組
立
て
て
い
く
思
想
形
成
の
過
程
を

素
行
の
内
部
に
即
し
て
解
明
す
る
端
緒
と
す
る
こ
と
は
で
き
る
が

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
対
抗
す
る
両
者
を
同
時
に
視
野
に
い
れ
て
素

行
学
の
形
成
さ
れ
る
契
機
を
発
見
す
る
た
め
に
は
、

よ
り

B
R
Z
な
検
討
を
必
要
と
す
る
。

a 

素
行
は
ど
の
よ
う
な
思
想
の
克
服
を
め
ざ
し
た
か
?

北
大
文
学
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紀
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山
鹿
素
行
に
お
け
る
思
想
の
構
成
に
つ
い
て

素
行
学
の
自
覚
的
形
成
に
当
っ
て
、
素
行
は
ど
の
よ
う
な
思
想
を
そ
の
仮
想
敵
と
見
倣
し
た
か
?

ま
ず
、

そ
れ
か
ら
検
討
し
た
い
。

彼
の
い
わ
ゆ
る
「
聖
学
」
は
こ
の
「
異
端
じ
に
質
と
し
て
対
抗
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、

」
の
検
討
か
ら
素
行
学
形
成
の
基
本
姿
勢
が
知

ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

そ
の
仮
想
敵
H

具
端
の
性
格
は
な
に
か

T

今
の
人
持
敬
を
主
と
し
、
其
の
応
接
排
用
決
断
な
く
流
通
な
し
。
其
の
工
夫
常
に
函
養
を
以
て
し
、
静
坐
し
て
心
を
存
し
、
寂
静
を

ま
巴
は

君
父
に
事
へ
朋
友
に
接
り
家
事
を
知
る
を
以
て
、
軽
疎
の
義
と
為

一
向
に
読
書
博
文
に
泥
著
し
て
日
用
な
く
、

を

(

二

八

)

し
、
文
を
読
ん
で
日
を
克
ふ
る
を
急
務
と
為
す
。
(
語
類
一
二
三
)

好
み
世
事
を
厭
ひ
、

素
行
が
「
異
端
」
的
と
し
て
排
撃
す
る
の
は
こ
の
「
今
の
人
」
の
あ
り
か
た
で
あ
る
。

「
凡
そ
書
を
読
み
臆
見
を
建
て
以
て
其
の
説
を
求
む
れ
ば
、
乃
ち
字
々
句
々
意
見
に
落
在
し
て
古
人
の
実
を
得
ず
。
」
し
か
し
、
こ
れ
が
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宋
明
の
儒
者
の
や
り
か
た
で
あ
る
。
高
人
の
当
為
は
修
身
で
あ
り
そ
の
要
は
正
心
誠
意
に
さ
ら
に
そ
の
要
は
格
物
致
知
に
あ
る
が
、

そ
れ

は
「
先
儒
の
説
に
因
れ
ば
、
唯
だ
心
を
澄
ま
し
性
を
味
ふ
の
み
し
で
あ
る
。

(
二
九
}

h
i
h

、O

J

人
し

「
何
ぞ
又
読
書
博
文
の
用
あ
ら
ん
や
」
と
い
わ
れ
ね
ば
な
ら

素
行
は
こ
れ
ら
の
後
世
儒
学
的
傾
向
を
総
括
的
に
批
判
し
て
、

(三

O)

悉
す
べ
き
を
措
く
、
是
れ
後
世
の
学
者
の
弊
な
り
」
(
語
類
三
一
四
)
と
い
い
、

「
先
儒
言
外
の
意
味
を
索
め
、
人
心
道
心
の
説
に
泥
み
、

悉
く
事
物
の

さ
ら
に
そ
の
よ
っ
て
き
た
る
と
こ
ろ
を
指
摘
し
て
、
「
今
の

よ 学
り者
起 は
れ(皆
り三聖
己)人
(の
摘徒
居に
童あ
間ら
五ず

と
断
じ
て

る

口
に
経
を
唱
ふ
と
い
へ
ど
も
心
に
隠
逸
を
以
て
本
と
す
る
こ
と
、
皆
宋
明
の
儒
、
性
心
を
弄
す
る
の
誤

即
ち
素
行
が
否
定
さ
る
べ
き
も
の
と
考
え
る
の
は

心
を
澄
ま
し
性
を
味
わ
う
な
ど
一
個
人
の
う
ち
に
終
始
し
天
下
国
家
の
こ
と
に
か



か
わ
ろ
う
と
し
な
い
思
想
で
あ
る
こ
と
が
分
る
で
あ
ろ
う
。

う
れ

「
聖
人
の
道
は
楽
し
む
と
き
は
人
と
共
に
楽
し
み
、
思
ふ
時
は
人
と
共
に
患

ひ
、
人
を
立
て
て
己
れ
を
後
に
し
、
人
を
利
し
て
身
を
後
に
す
」
る
も
の
で
あ
る
、
公
共
な
る
を
本
質
的
性
格
と
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て

ぜ

「
異
端
の
道
は
一
己
の
道
し
で
あ
る
。
「
其
の
身
一
人
の
是
と
し
一
人
の
行
ふ
こ
と
に
し
て
、
一
人
楽
し
む
こ
と
は
、
皆
私
見
・
臆
説
・
弧

議
・
独
楽
也
。
異
端
は
身
を
利
し
て
人
を
不
ν
用
、
身
を
た
の
し
ま
し
め
て
大
倫
を
す
て
、
身
を
潔
く
し
て
世
間
を
不
ν
顧
、
是
れ
其
の
利

シ

ム

ヨ

タ

ス

ル

己

し

ん

す
る
処
、
所
ν
楽
所
ν
潔
、
と
も
に
一
人
己
身
の
私
に
し
て
、
大
道
・
公
共
底
に
あ
ら
ず
。
し
そ
れ
故
、
「
世
々
の
聖
道
聖
人
の
道
に
ち
な
む

時
は
天
下
安
し
。
異
端
に
よ
る
時
は
国
や
ぶ
れ
天
下
ほ
ろ
ぶ
」
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

だ
か
ら
、
素
行
の
敵
対
す
べ
き
思
想
は
、

い
い
か
え
れ
ば
、

天
下
国
家
に
背
を
む
け
て
一
人
の
安
心
を
は
か
あ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る

が
、
そ
の
前
提
(
「
性
」
論
)
が
ま
ち
が
っ
て
い
る
か
ら
そ
の
目
的
を
達
し
得
な
い
も
の
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
議
論
を
よ
り
具
体
的
に
す
る
た
め
に
、
素
行
が
朱
子
学
に
対
し
て
も
つ
、

よ
く
知
ら
れ
た
論
点
で
あ
る
「
人
欲
」
の
問
題
に
つ
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い
て
み
よ
う
。

ま
ず

こ
の
問
題
に
関
す
る
素
行
の
意
見
を
『
語
類
』
四
三
か
ら
引
用
す
る
。

朱
子
主
静
を
注
し
て
日
は
く

「
無
欲
な
り
、
故
に
静
な
り
」
と
。
:
:
:
無
欲
の
説
味
あ
る
に
似
て
話
頭
甚
だ
高
く
、

人
皆
異
見
に

日
用
事
物
の
問
、
語
然
動
静
の
用
皆
欲
な
り
。
情
欲
に
於
て
天
理
に
循
ひ
私
欲
の
弊
を
去
り
来
る
底

し
ば
ら

の
み
。
無
欲
を
以
て
之
れ
を
論
ず
る
と
き
は
、
稿
木
死
灰
の
謂
な
り
。
人
と
し
て
少
く
も
欲
な
く
ん
ば
あ
る
べ
か
ら
ず
。

物
・
語
黙
動
静
、
這
箇
是
れ
情
の
欲
な
り
、
無
欲
と
謂
ふ
べ
か
ら
ず
。

陥
る
な
り
。
凡
そ
聖
人
の
学
、

日
用
事

こ
の
朱
子
学
と
の
対
立
点
に
つ
い
て
は
よ
く
知
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
点
|
|
欲
望
肯
定
の
方
向
ー
ー
か
ら
朱
子
学
的
禁
欲
的
志
向
に
対
し
て

(
三
四
)

素
行
を
評
価
し
よ
う
と
す
る
む
き
も
あ
る
が
、
も
ち
ろ
ん
素
行
は
欲
に
対
す
る
全
的
な
肯
定
を
す
る
も
の
で
は
な
く
、
既
に
み
た
よ
う
に

北
大
文
学
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山
鹿
素
行
に
お
け
る
思
想
の
構
成
に
つ
い
て

そ
れ
を
一
定
度
の
範
囲
の
う
ち
に
お
い
て
の
み
認
め
る
の
で
あ
っ
て
、

そ
の
点
に
つ
い
て
は
結
論
だ
け
に
つ
い
て
い
え
ば
、
「
飲
食
の
問
、

こ
ひ
っ
巴

朱
子
が
「
飲
食
は
天
理
な
り
、
長
を
要
求
す
る
は
人
欲
な

執
れ
を
か
天
理
と
為
し
、
執
れ
を
か
人
欲
と
為
す
O
L

と
の
問
に
対
し
て
、

(
一
ニ
五
)

り
。
」
と
答
え
た
こ
と
と
そ
れ
ほ
ど
ち
が
う
と
は
思
わ
れ
な
い
。

ま
た
伊
藤
仁
斎
や
荻
生
祖
怖
は
朱
子
学
の
主
張
を
「
人
欲
滅
尽
」
な
ど
の
言
葉
で
あ
ら
わ
し
て
い
る
が
、

(一一一六)

が
欲
の
全
部
を
除
去
す
べ
し
と
主
張
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。

す
く
な
く
と
も
素
行
は
朱
子

だ
か
ら
、
素
行
は
つ
ぎ
に
示
す
黄
勉
斎
(
朱
子
の
門
人
)

の
説
、

「
十
勾
も
一
念
の
掛
著
底
あ
ら
ば

都
て
是
れ
欲
に
し
て
、

一
切
の
噌

好
の
類
の
如
き
も
、
此
は
是
れ
一
路
、

子
云
は
く
、

又
須
ら
く
欲
を
識
得
す
べ
し
。
其
の
中
に
況
溺
し
て
而
る
後
に
之
れ
を
欲
と
謂
ふ
を
待
た
ず
。
程

た
と

『
纏
に
向
ふ
所
あ
れ
ば
便
ち
是
れ
欲
』
と
。
這
箇
甚
だ
徴
な
り
。
纏
に
念
を
起
す
処
、
便
ち
是
れ
欲
、
昨
へ
ば
止
水
の
上
打

ち
て
一
た
び
動
く
が
如
き
と
相
似
た
り
」
を
引
用
し
た
後
こ
れ
を
攻
撃
し
て
、

「
此
の
説
皆
異
端
の
見
を
認
得
し
来
れ
り
。
人
と
物
と
は
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各
k

動
生
の
物
な
り
。
念
々
相
続
し
生
々
息
む
こ
と
な
し
。
織
に
念
を
起
し
一
念
向
ふ
所
あ
る
を
以
て
欲
と
為
さ
ば
、
木
石
瓦
喋
を
以
て

せ

認
識
し
て
無
欲
と
為
ん
や
。
:
・
:
飲
食
男
女
の
欲
、
許
多
の
情
、
皆
己
む
を
得
ざ
る
な
り
c

是
れ
等
の
情
を
以
て
欲
と
為
し
、
無
欲
を
索

む
す
め

め
来
ら
ば
、
死
去
の
後
に
到
ら
ざ
れ
ば
周
子
が
無
欲
を
得
べ
か
ら
ず
。
黄
幹
は
親
し
く
業
を
考
亭
に
受
け
、
朱
子
女
を
以
て
之
れ
に
妻
は

{一一一七)

す
。
其
の
学
世
挙
り
て
之
れ
に
興
し
、
而
も
此
の
説
を
以
て
す
」
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
朱
子
学
そ
の
も
の
の
批
判
で
は
な
い
。

し
か
し
、

こ
の
よ
う
な
論
が

l
l中
国
の
み
な
ら
ず
恐
ら
く
日
本
に
も
i
|存
在
し
て
い
た
こ
と
、

お
よ
び
朱
子
の
欲
に
つ
い
て
の
考
え
が

「
人
欲
滅
尽
」
と
し
て
誤
解
さ
れ
て
い
た
と
い
う
実
情
か
ら
、
恐
ら
く
「
朱
子
学
」
の
名
の
下
に
そ
の
よ
う
な
論
が
行
わ
れ
て
い
た
と
い

う
こ
と
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

だ
が
、
そ
れ
あ
る
が
故
に
彼
が
|
|
結
論
と
し
て
は
同
じ
で
あ
る
の
に
ー
ー
よ
り
情
欲
肯
定
の
口
ぶ
り
を
示
し
た
と
考
え
る
の
は
危
険
で
あ



る
。
欽
に
対
す
る
肯
定
の
度
合
は
や
L
後
の
『
諦
居
童
間
』
の
段
階
に
な
る
と
積
極
化
す
る
。

ズ

ル

品

欲
は
性
の
発
し
て
感
ν
外
わ
ざ
な
り
。
こ
の
心
な
き
時
は
人
に
非
ず
。

過
ぐ
る
を
以
て
、

凡
そ
知
識
あ
る
も
の
皆
欲
心
あ
り
。
殊
に
人
の
知
は
寓
物
に

(
=
一
八
)

そ
の
欲
心
も
又
寓
物
に
こ
ゆ
。
此
の
歓
心
あ
る
よ
り
聖
人
に
も
至
る
ベ
し
。
(
諦
居
童
問
一
)

こ
の
欲
が
人
聞
の
進
歩
を
推
進
す
る
原
動
力
で
あ
る
と
い
う
意
見
は
無
視
で
き
な
い
。
こ
れ
は
け
っ
し
て
朱
子
と
同
じ
で
は
な
い
。

い
さ
さ
か
再
説
め
く
が
朱
子
と
素
行
と
に
お
け
る
「
性
」
の
あ
り
か
た
を
比
較
す
る
と
、
朱
子
学
の
「
性
」
は
静
か
に
澄
ん
だ
水
の
よ

う
に

Emw片
山
口
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
自
体
が
全
き
善
で
あ
る
に
反
し
、
素
行
の
思
想
に
お
け
る
「
性
」
は
た
だ
あ
り
の
ま
ま
に
流
れ
る
水

(
三
九
}

で
あ
り
、
そ
の
善
な
る
と
否
と
は
「
流
行
潤
下
」
し
た
後
の
状
態
に
つ
い
て
の
み
云
々
し
う
る
の
で
あ
る
。

こ
の
考
え
は
つ
ぎ
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
即
ち
、
素
行
は
「
性
は
日
月
の
如
く
、
気
の
濁
れ
る
は
雲
霧
の
如
き
か
」
と
い
う
意
見
に

こ
の
説
は
誤
り
で
あ
る
。
日
月
は
陰
陽
の
精
で
あ
り
、
雲
霧
も
ま
た
天
地
の
聞
か
ら
姿
を
消
し
た
こ
と
の
な
い
も
の
で
あ
る
c

理
気
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対
し
て
、が

存
す
れ
ば
そ
の
当
然
の
結
果
と
し
て
天
地
が
あ
り
、
天
地
が
あ
れ
ば
日
月
雲
霧
が
存
在
す
る
。
そ
れ
ら
は
必
然
的
に
存
在
す
る
の

日
月
だ
け
が
あ
っ
て
雲
霧
が
な
い
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
だ
。
雲
霧
が
あ
る
こ
と
も
必
然
な
の
だ
か
ら
こ
れ
を
払

だ
か
ら
、

拭
し
よ
う
と
し
て
も
で
き
る
こ
と
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
「
宋
儒
性
を
以
て
善
と
為
し
、

理
と
為
し
気
質
を
除
去
せ
ん
と
欲
す
る
は
、

是
れ
雲
霧
を
除
却
せ
ん
と
欲
す
る
な
り
。

一
生
只
だ
紛
争
す
る
も
得
べ
か
ら
ず
。
故
に
愚
言
ふ
、
聖
人
も
亦
気
質
の
蔽
な
く
ん
ば
あ

{回

O)

る
べ
か
ら
ず
、
唯
だ
情
の
発
し
て
節
に
中
る
の
み
と
。
」
(
語
類
四
一
)

と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
み
ら
れ
る
、
全
て
も
の
は
単
独
で
は
存
在
せ
ず
常
に
対
極
的
な
も
の
が
対
に
な
っ
て
あ
る
の
だ
、

仏
可
ロ
自
己
ロ
な
考
え
方
が
素
行
に
特
徴
的
な
の
で
あ
る
。

と
い
う

北
大
文
学
部
紀
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山
鹿
素
行
に
お
け
る
思
想
の
構
成
に
つ
い
て

実
践
に
つ
い
て
の
結
論
が
同
じ
で
あ
る
と
し
て
も
、

そ
の
基
礎
で
あ
る
「
性
」
論
(
↓
人
間
論
)

に
お
い
て
は
っ
き
り
し
た
構
造
の
ち

が
い
が
あ
る
場
合
に
は
、
結
論
そ
れ
自
体
の
も
つ
指
向
が
異
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
欲
に
つ
い
て
の
素
行
と
朱
子
と
の
議
論
に
つ
い

て
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
い
え
る
の
で
、
前
引
の
黄
勉
斎
の
所
論
な
ど
は
朱
子
の
そ
れ
と
は
異
り
、
朱
子
説
は
む
し
ろ
素
行
に
ち
か
い
よ
う

に
み
え
た
が
、
そ
れ
ら
の
論
を
そ
の
根
底
か
ら
の
構
成
に
お
い
て
考
え
る
な
ら
ば
、
勉
斎
の
論
は
朱
子
説
と
同
じ
志
向
を
も
つ
も
の
と
し

て
、
素
行
的
な
方
向
に
対
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

お
な
じ
よ
う
な
こ
と
は
他
の
面
に
つ
い
て
も
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

い
ま
黄
勉
斎
の
例
を
ひ
い
た
、
が
、

(
二
八
)

そ
の
ほ
か
に
は
前
引
の
も
の
で
は
「
今
の
人
持
敬
を
主
と
し
:
:
:
」
の
文
章
、
が
あ
る
。
こ
こ
で
は

「
今
の
人
」
と
あ
る
こ
と
に
注
意
が
肝
要
で
あ
る
。
そ
れ
と
の
関
係
に
お
い
て
つ
ぎ
の
資
料
を
み
る
。
こ
れ
は
或
ひ
と
の
質
問
に
対
す
る

主
静
の
説
は
周
子
之
れ
を
始
め
て
程
・
張
・
羅
・
李
皆
静
を
好
む
c

朱
子
少
し
く
静
を
必
と
す
る
の
失
を
論
ず
、
而
も
猶
ほ
先
儒
の

す，
h

説
に
随
ふ
。
愚
謂
へ
ら
く
、
聖
門
の
教
は
却
っ
て
都
て
動
処
に
就
い
て
、
人
の
工
夫
を
倣
す
こ
と
を
教
ふ

Q

動
静
亦
物
な
り
、
何
ぞ
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素
行
の
言
葉
で
あ
る
。

必
ず
し
も
静
を
主
と
せ
ん
。
動
に
は
動
の
工
夫
あ
り
、
静
に
は
静
の
工
夫
あ
り
、
是
れ
皆
格
物
な
り
。
静
を
主
と
し
て
静
坐
を
好
む

と
き
は
、
塊
然
と
し
て
物
に
交
は
ら
ざ
る
を
以
て
本
然
の
性
と
為
し
、
其
の
道
を
修
め
得
る
も
亦
猶
ほ
隠
士
の
山
林
を
好
み
逸
民
の

(
四
ご

風
月
を
楽
し
む
が
ご
と
し
。
是
れ
二
ロ
同
見
の
痛
病
に
し
て
聖
門
の
学
に
非
ざ
る
な
り
。
(
語
類
三
一
二
)

こ
れ
は
守
静
(
静
)

に
つ
い
て
の
文
で
あ
る
c

こ
れ
が
「
今
の
人
」
に
対
す
る
意
見
で
あ
っ
て
、
専
ら
は
朱
子
に
対
す
る
も
の
で
な
い

こ
と
は
文
中
か
ら
分
る
で
あ
ろ
う
c

そ
の
上
、
素
行
に
は
「
周
子
の
静
を
主
と
す
る
と
、
程
子
の
敬
を
主
と
す
る
と
、
計
校
し
来
れ
ば
、

(
四
二
)

敬
を
主
と
す
る
と
き
は
聖
学
の
害
少
し
c
」
(
語
類
四
三
)
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
矢
張
り
右
の
a

ザ
静
に
つ
い
て
の
文
は
朱
子
説
に
対
す



る
反
撃
と
い
う
よ
り
は
質
問
者
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
「
静
」
的
傾
向
に
対
す
る
も
の
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
素
行
の
言
動
か
ら

「
禅
仏
教
」
に
親
近
性
の
あ
る
「
静
」
を
専
ら
と
す
る
傾
向
が
当
時
「
朱
子
学
L

の
名
に
お
い
て
あ

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
が

こ
こ
で
も
想
像
さ
れ
る
。

と
に
か
く
、
素
行
が
「
静
」
を
主
と
す
る
思
想
を
攻
撃
し
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
、

」
れ
も
「
性
」
諭
を
中
心
と
し
て
「
素

行
学
」
対
「
朱
子
学
」
と
い
う
図
を
え
が
い
て
み
る
と
、
こ
こ
で
攻
撃
さ
れ
る
思
想
は
ま
ち
が
い
な
く
朱
子
学
の
側
に
あ
る
。

つ
ぎ
の
資
料
を
み
ら
れ
た
い
。
こ
れ
は
或
ひ
と
の
「
人
の
気
質
高
差
と
雌
も
、
裏
面
に
一
箇
の
明
白
底
の
処
あ
り
、
是
れ
気
質
の
性
、

天
命
の
性
の
差
別
す
べ
き
所
か
」
な
る
質
問
に
対
す
る
答
で
あ
る
。

》
T
り

裏
面
に
一
箇
の
明
白
底
の
処
あ
る
の
説
、
是
れ
精
神
を
弄
し
聡
明
を
執
ふ
る
な
り
。
性
は
口
ハ
だ
虚
霊
に
し
て
感
通
知
識
し
、
這
箇
の

光
明
な
く
、
四
一
四
箇
の
潔
白
な
し
c

格
物
致
知
に
随
っ
て
、
其
の
理
の
極
ま
る
処
能
く
感
通
知
識
し
来
り
て
、
初
め
て
事
物
に
応
接
す
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る
の
間
各
k

節
に
中
り
、
其
の
知
の
及
ぶ
所
各
k

明
白
な
り
c

是
れ
誠
意
正
心
の
謂
な
り
。
格
物
致
知
な
く
し
て
、
一
一
表
面
に
一
箇
の

〈
(
四
一
ニ
)

光
明
あ
る
底
は
、
妖
怪
影
彩
の
照
々
な
り
。
(
語
類
四
一
)

こ
れ
ま
た
「
朱
子
学
し
の
批
判
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
し
か
し
素
行
が
す
こ
し
ば
か
り
朱
子
学
を
誤
解
し
た
ぐ
ら
い
で
、

そ
れ
に
対
決

し
て
み
づ
か
ら
の
独
自
の
思
想
を
う
ち
た
て
よ
う
と
し
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
、

こ
こ
に
素
行
が
批
判
す
る
よ
う
な
思
想
的
傾
向
が

朱
子
学
の
影
響
下
に
あ
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
思
想
的
傾
向
も
前
述
の
図
に
よ
れ
ば
朱
子
学
の
側
に
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き

る。
こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
れ
ば
、
素
行
が
「
朱
子
学
」
を
そ
の
代
表
と
み
て
克
服
せ
ん
と
し
た
思
想
は
、
素
行
の
思
想
と
は
「
性
し
を
め

ぐ
る
見
解
に
お
い
て
対
極
的
で
あ
り
、

そ
こ
か
ら
す
べ
て
の
見
解
の
ち
が
い
が
由
来
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

北
大
文
学
部
紀
要



山
鹿
素
行
に
お
け
る
思
想
の
構
成
に
つ
い
て

以
上
か
ら
、
素
行
が
い
か
な
る
思
想
に
対
抗
し
て
自
ら
の
思
想
を
う
ち
た
て
よ
う
と
し
た
か
に
つ
い
て
の
推
測
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ

た
が
、
そ
の
対
立
点
を
理
論
的
に
追
究
し
て
い
け
ば
そ
れ
は
「
性
L

論
に
至
る
こ
と
が
分
っ
た
c

と
す
る
と
、
そ
れ
以
後
の
殺
述
は
元
に

還
元
さ
れ
る
。

b 

仏
教
・
朱
子
・
陽
明
は
な
ぜ
素
行
に
よ
っ
て
非
難
さ
れ
る
の
か
?

前
項
で
素
行
の
思
想
に
対
す
る
思
想
と
は
ど
の
よ
う
な
特
徴
を
も
つ
か
?
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
こ
こ
で
素
行
が
も
っ
ぱ
ら
敵
対
し
ょ

う
と
し
た
の
は
つ
朱
子
学
」
の
名
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
思
想
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
素
行
は
し
ば
し
ば
朱
子
学
な
い
し
朱
子
学

的
傾
向
を
「
異
端
」
の
名
の
下
に
呼
ん
だ
。
だ
が
「
異
端
し
と
は
何
か
?

そ
れ
は
そ
も
そ
も
は
儒
教
に
対
す
る
仏
教
・
老
荘
の
思
想
を

い
う
の
で
は
な
か
っ
た
か
?

と
す
る
と
、

一
体
、
素
行
は
正
統
的
儒
教
の
歴
史
を
い
か
に
み
る
の
で
あ
ろ
う
か
?
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夫
れ
聖
人
の
教
は
、
直
に
心
性
を
指
し
て
示
諭
す
る
に
あ
ら
ず
。
孔
子
が
亮
・
舜
・
謁
を
称
す
る
に
未
だ
性
心
の
説
に
及
ば
ず
、
其

の
七
十
子
に
於
け
る
も
、
唯
だ
日
用
の
聞
の
み
。
門
人
曾
子
・
子
夏
・
平
J

張
・
子
貢
・
有
子
の
徒
、
其
の
言
辞
論
語
に
出
づ
る
も
、

寛
に
性
心
の
説
な
し
子
思
・
孟
子
に
到
り
て
専
ら
性
心
を
言
ふ
、
然
れ
ど
も
性
心
を
以
て
標
的
と
為
し
、
猶
ほ
日
用
の
事
物
を
以
て

講
説
し
来
る
。
宋
に
及
ん
で
学
者
の
意
見
太
だ
高
く
し
て
、
殆
ど
禅
仏
の
話
頭
に
類
し
、
子
思
・
孟
子
の
言
を
以
て
拠
と
為
し
酒
然

学
者
の
志
す
所
相
差
了
し
、
禅
に
似
て
禅
に
非
ず
。

hr 

儒
に
似
て
儒
に
非
ず
。
是
れ
利
口
の
邦
家
を
覆
へ
す
も
の
な
り
。
故
に
宋
は
儒
を
崇
び
、
他
れ
を
以
て
各
孟
侍
読
侍
講
と
為
す
、
然

脱
落
を
専
ら
と
す
。
拾
に
於
て
聖
学
終
に
民
滅
し
て
、
学
と
日
用
と
間
隔
し
、

れ
ど
も
朝
廷
の
風
俗
礼
楽
制
度
、

一
も
敦
化
な
く
、
猶
ほ
漢
唐
訓
詰
の
下
に
立
つ
。
是
れ
只
だ
心
性
の
本
然
を
談
じ
、

日
用
の
致
格

を
開
け
ば
な
り
。
元
・
明
の
学
者
は
六
経
を
措
き
て
、
伊
洛
糠
聞
の
儒
を
抜
ひ
、
其
の
語
説
を
師
と
し
て
注
解
を
立
て
、
差
謬
相
続



や

ま

い
て
市
今
は

に
堅
氷
と
為
れ
り
。

の
古
に
復
ら
ん
こ

い
か
な
。
故
に

の
学
を
以

(
四
四
}o

 

h
Hノ

(
語
類

こ
こ
で

つ
つ

仏
教
の
よ
う
た
も
の
に
な
っ
た
こ

い
て
み
せ
る
。
そ
こ
に
は
朱
子
学
を
代
表
と

の
あ
り
か
た
に
対
す
る
翠
嘆
が
み

る
が
、

ま
た
こ

せ
よ
う
と
す
る

の

が
し
ら
れ
る
。

に
こ
こ
か

対
す
る
批
判
点
が
う
か
が

る
カL

さ
ら
に

て
本
原
を
議
養
し
、

し
て
以
て
思
患
な
静
ふ
る

の
説
は
、

の
金
禅
入
定
し
て
思
癒
を

A

断
絶
す
る

性
心
を
知
る
こ

と

と
な
欲
し
て
、

い
づ
れ

は
ふ
。
是
れ
・
誠
氏
の
指
詠
ず
る
一
般
の
本
療
と
制
的
簡
か
椙
差
ふ
や
。

本
心
を
h

収
拾
せ
ん

め
、
或
は
未
発
己
前
の

{

問

問

穴

}

の
名
目
同
の
開
じ
か
ら
ざ
る
の
み
」

識
は
盤
空
衡
平
の

¥恥‘〆

な
る
素
行
の
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か
ら
は
朗
自
に
朱
子
学
が
仏
教
と
等
し

で
あ
る
こ
と
が
論
ぜ

る
。
こ
こ
で
素
行
の
も
つ
朱
子
学
へ
の
、

イ
デ
オ
問
、
年
l

と
し
て
の
批
判
、
が
ど
こ
を
つ
い
て
行
わ
れ
て
い
る
か
が
分
る
わ
け
勺
怠
る
。
が
、

な
こ
と
は
何
も
分
ら
な
い
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
こ
で
つ
ぎ
に
異
端
2
仏
教
に

異
様
で
あ
る
と
い

で
は
実
質
的

る
イ
デ
オ
ロ
ギ

i
的
批
判
を
素
行
か
ら
き
く

と
に
す

る

五
に
つ
、
夕
、
の

あ
る

Q

tこ

の
こ

て
い
る
が
、

の

に
し
て
天
下
国
家
の

及
ぶ
こ
と
は
大

へ
る
に
似
た

だ

「
唯
だ

の
自
心
を
援
ま
し
治
め
て
、
天
下
国
家
に

に
及
ぶ
の

る

員ふd与
すー

の
誌
な
き
な
り
。
学
者
何
を
学
ば
ん

只
だ
斉
家
・
治
磁
・

瞬
間
的
心
学
の
薮
必
ず
こ
こ
に
到
る
。
而
し
て



山
由
比
素
行
に
お
け
る
思
想
の
構
成
に
つ
い
て

(
四
七
)

そ
の
説
は
仏
者
の
観
心
観
念
に
陥
る
な
り
。
:
:
儒
と
釈
の
典
、
ご
こ
に
於
て
見
る
ベ
し
。
」

こ
れ
は
直
接
に
は
陽
明
学
を
批
判
す
る
言
葉
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
か
ら
素
行
的
立
場
か
ら
非
難
さ
れ
る
仏
教
の
特
質
が
知
ら
れ
る

で
あ
ろ
う
ο

即
ち
、
「
仏
教
し
は
(
一
)
自
己
一
身
の
こ
と
に
終
始
し
て
天
下
国
家
を
限
中
に
お
か
な
い
。
「
葬
倫
の
道
は
人
の
自
然
に
し
て
、
其
の

致
す
所
自
然
の
則
あ
り
ο

其
の
功
成
り
易
く
、
其
の
生
遂
げ
易
し
c

釈
氏
は
此
れ
を
以
て
妄
と
為
し
幻
と
為
し
、
人
を
し
て
木
石
に
同
じ

そ

か
ら
し
め
、
内
外
自
己
脱
去
し
て
後
に
其
の
極
を
得
る
と
為
す
、
其
の
道
量
得
ベ
け
ん
や
。
故
に
終
に
髪
を
売
り
倫
を
離
れ
て
桑
門
の
徒

と
な
り
、
以
て
厭
離
械
土
と
為
す
。
其
の
一
行
法
衣
食
居
尤
も
廃
獣
に
近
し
。
或
ひ
と
日
ふ
、
四
民
各
k

其
の
職
に
居
て
又
此
の
道
を
修
む

こ
ん
ば
っ

べ
し
と

Q

然
れ
ど
も
其
の
師
と
す
る
所
勢
倫
を
離
る
。
今
学
ぶ
所
其
の
極
莞
髪
し
て
倫
を
離
る
る
に
至
ら
ざ
れ
ば
、
則
ち
実
学
と
謂
ふ
ベ

下
に
拡
め
充
た
す
べ
か
ら
ず
、

国
家
に
拡
め
充
た
す
べ
か
ら
ず
、 国

家
頓
に
廃
壊
し
去
ら
ん
。
然
ら
ば
乃
ち
彼
れ
が
所
謂
道
な
る
も
の
は
、
天

(
四
八
)

只
だ
匹
夫
匹
婦
の
独
り
行
ふ
所
な
り
c
」
(
語
類
三
三
)
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か
ら
ず
。
天
下
此
の
如
く
ん
ば
乃
ち
四
民
の
業
な
く
し
て

こ
の
こ
と
と
関
連
し
て
性
心
を
弄
す
る
の
み
で
あ
る
、
即
ち
そ
れ
自
体
に
真
理
を
含
み
え
な
い
性
心
(
「
凡
そ
性
心
は
葬
倫
の

(
四
九
}

詳
に
す
べ
き
な
ノ
ヘ
、
法
用
の
論
ず
べ
き
な
く
、
礼
節
文
物
の
日
間
な

L
C」
語
類
三
三
)
を
内
観
し
て
、
真
理
(
道
)
を
求
め
よ
う
と
す
る
日

'" 一
'-./ 

「
釈
氏
の
道
と
す
る
所
は
日
ハ
だ
性
心
の
作
用
を
以
て
極
と
為
し
、
格
致
の
功
な
し
、

平
生
性
心
の
作
用
を
要
す
。
性
心
は
元
と
善
悪
の
因

る
べ
き
な
く
、
一
物
の
偏
す
べ
き
な
し
。
彼
れ
寛
に
之
れ
を
味
は
ひ
て
悟
覚
と
為
し
、
以
て
道
と
為
し
教
と
為
す
。
故
に
尽
く
人
情
に

そ

む

(

四

九

)

ザ
砕
き
、
天
下
の
大
道
に
一
反
る
c
」
(
語
類
コ
ニ
ニ
)
だ
が
、
そ
こ
に
は
公
共
的
の
も
の
は
存
在
し
な
い
か
ら
、

か
く
し
て
は
天
下
国
家
は
滅
亡

に
到
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
「
朱
子
学
」
は
こ
の
仏
教
と
本
質
を
等
し
く
す
る
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
c

そ
れ
は
素
行
、
か
朱
子
学
で
は
個
人
の
心
の
安
定
と

J



天
下
国
家
の
治
平
と
を
別
な
も
の
と
考
え

こ
れ
ら
を
分
離
し
て
問
題
に
し
た
と
考
え
て
い
る
こ
と
に
基
づ
い
て
い
る
。

門一括〕

(一

)
Y
s
z
m
・
二
四

O

(二

)
Y
s
z
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